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八

日
本
の
続
惰
學
の
情
況
に
た
い
す
る
、
遠
慮
の
な
い
、
き
は
め
て
適
切
な
、
時
宜
を
え
た
―
つ
の
批
評
が
あ
ら
は
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
反

打
を
う
な
が
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
東
京
帝
國
大
學
助
敦
授
安
井
琢
磨
氏
に
よ
つ
て
、
學
術
論
文
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
詰
想
と
し

て
近
ご
ろ
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
日
本
に
お
け
る
洋
書
の
醜
繹
の
氾
濫
と
そ
の
吸
牧
力
の
間
題
が
一
つ
の
疑
間

と
し
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
『
醒
鐸
菩
が
恩
想
的
移
植
の
出
疲
勘
で
あ
る
代
り
に
却
て
終
末
黙
と
な
っ
て
ゐ
る
や
う
な
不
幸
た
賓
例
」

の
多
い
こ
と
が
歎
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
『
―
つ
の
名
繹
書
に
も
ら
れ
た
息
想
が
長
い
間
か
か
つ
て
十
分
吟
味
さ
れ
、
咀
哨
さ
れ
、
さ

う
し
て
養
分
と
し
て
取
入
れ
ら
れ
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
減
多
に
な
い
』
と
い
ひ
、
そ
し
て
つ
ゞ
け
て
安
井
教
授
は
諧
誂
を
も
つ
て
語

つ
て
ゐ
る
。
ー
~
『
多
く
は
嗅
ぎ
廻
り
、
井
め
廻
し
、
食
ぴ
散
ら
し
て
、
い
つ
の
間
に
か
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
貪
焚
な
舌
の
前
に
は
シ
ュ

ム
ペ
ー
タ
ー
も
、
コ
ヴ
ト
ル
も
リ
ス
ト
も
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
膳
の
一
皿
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
の
一
片
と
ゴ
ヅ
ト
ル
の
一
片

と
リ
ス
ト
の
一
片
と
は
ど
う
し
て
も
う
ま
く
胃
の
中
で
調
和
し
な
い
。
食
手
は
腹
痛
を
覺
え
て
下
痢
を
す
る
。
さ
う
し
て
み
ん
な
は

＊
 

さ
出
し
て
し
ま
ふ
』
と
。
本
論
文
は
そ
の
や
う
た
情
況
の
も
と
で
、
む
し
ろ
―
つ
の
邦
繹
害
を
研
究
の
主
題
と
す
る
の
み
で
は
た
い
。

ゴ
ッ
ト
ル
も
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
も
、

い
は
ゆ
る
『
同
じ
膳
の
一
皿
』
と
し
て
、
す
べ
て
の
外
米
物
を
敢
て
同
時
に
咀
囁
す
べ
き
も
の

と
し
て
、
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
一
聯
の
努
力
の
―
つ
に
昴
す
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
西
洋
學
説
の
措
取
に
闘
す
る
一
般

的
態
度
の
問
題
は
、
す
で
に
『
西
洋
経
溝
學
に
お
け
る
綜
合
』
と
題
す
る
一
論
で
述
べ
た
。

行
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＊安井琢磨『醗評の行方』（粍清往来，昭和十四年十一月琥）
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的
な
息
惟
の
方
法
は
、

わ
れ
わ
れ
が
あ
る
事
質
を
繹
惰
的
と
名
づ
け
る
こ
と
は
す
で
に
―
つ
の
抽
象
で
あ
つ
て
、
い
か
な
る
事
賓
も
そ
の
底
の
底
ま
で
純

＊
 

粋
に
経
惰
的
な
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
も
そ
の
著
『
疲
展
』
の
胃
頭
に
い
ふ
と
こ
ろ
で
~
る
が
、
綜
惰
的
事

宜
と
い
ふ
も
の
は
、
日
常
的
な
意
味
に
せ
よ
、
科
學
的
な
意
味
に
せ
よ
、
す
で
に
現
賞
を
恩
惟
の
う
へ
に
再
現
す
る
た
め
に
必
要
な

抽
象
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
ゞ
屈
:
そ
れ
が
抽
象
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
そ
れ
よ
り
は
や
4
高
度
の
抽
象
を
も
つ
て
抽
象
で
あ
る

と
考
へ
や
す
い
。

一
般
に
抽
象
的
な
る
も
の
と
具
幡
的
な
る
も
の
と
の
あ
ひ
だ
に
は
無
数
の
段
階
が
あ
り
、
あ
る
程
度
の
抽
象
も
、

高
度
の
抽
象
か
ら
み
れ
ば
、
よ
り
具
閤
的
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
息
惟
の
領
域
に
お
い
て
は
、

抽
象
的
な
も
の
と
具
骰
的
な
も
の
と
の
二
つ
の
範
略
が
酎
立
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ね
に
、
よ
り
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
開
的
た
も

の
へ
、
も
し
く
は
逆
に
具
罷
的
な
も
の
か
ら
、
よ
り
抽
象
的
な
も
の
へ
の
進
行
こ
そ
問
題
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
理
論
科
學
に
と

つ
て
生
命
的
な
問
題
は
、
學
者
が
こ
れ
を
意
識
す
る
と
い
な
と
に
か
＼
は
ら
す
、
か
＼
る
抽
象
性
を
—
ー
ー
あ
る
び
は
裏
か
ら
い
つ
て

も
全
く
お
た
じ
こ
と
だ
と
す
れ
ば
か
4

る
具
罷
性
を
、
い
か
な
る
意
味
の
閏
層
に
停
め
る
か
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の

決
定
は
理
論
家
の
動
機
も
し
く
は
目
的
に
よ
る
の
で
あ
る
。

経
演
學
に
お
け
る
純
粋
理
論
は
、
そ
の
一
定
の
罷
系
的
目
的
に
し
た
が
つ
て
、
か
＼
る
意
味
の
抽
象
化
の
過
程
を
高
度
に
進
め
た

も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
や
う
に
し
て
成
立
し
た
抽
象
の
一
定
面
に
お
い
て
問
題
を
虞
理
す
る
こ
と
を
學
び
、
そ
の
恩
惟

に
馴
れ
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
の
息
惟
の
方
法
か
ら
脱
却
し
が
た
く
な
っ
て
ゐ
る
自
分
を
見
い
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
＼
る
抽
象

一
定
の
、
も
し
く
は
一
群
の
、
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
そ
の
目
的
に
よ
つ
て
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の

理
論
に
於
け
る
抽
象
度
の
問
題

八

一
般
に

＊ジュムペーター『鰹滑褻展の理論』（中山伊知賦東畑精一共膵）の原著 (Joseph
Schum peter、Theorieder wirtschaftlichen Entwicklung)は 1912年に初版を出し，

1935年に第四版を出してゐるo英認は英評本のための著者の序文を得て， 1934年

に，日本繹はそのための著者の序文を得て，昭和十二年に公刊されたo邦繹ではド

イツ版の各版およびイギリス版の序文を悉く包括する以外に渭翠者（中山）の解説
61頁を添へ，のみならすジュムペークー著作目録を加ふo



619 

八

で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
罷
系
的
目
的
を
全
く
離
れ
て
は
一
定
の
恩
惟
形
式
も
方
法
も
意
義
の
な
い
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
注
意
に

値
す
る
二
畢
で
あ
る
。

一
定
目
的
に
よ
つ
て
方
法
的
に
規
定
さ
れ
た
抽
象
的
息
惟
の
形
式
は
、
そ
の
他
の
事
象
の
あ
ら
ゆ
る
部
面
を

そ
れ
ぞ
れ
の
問
閻
性
に
即
し
て
異
な
る
角
度
か
ら
狸
解
す
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
く
て
、
屈
:
そ
の
逆
で
あ
る
。

一
定
の
息
惟
形
式
に
馴
致
さ
れ
た
頭
齢
の
も
ち
主
に
と
つ
て
は
、
そ
の
恩
惟
形
式
が
役
立
た
な
い
他
の
問
閻
領
域
の
理
解
は
一
般
に

心
理
的
に
困
難
で
あ
る
。
経
消
的
事
宵
と
い
ふ
も
の
は
す
で
に
―
つ
の
抽
象
で
あ
る
が
、
経
惰
學
上
の
理
論
は
根
本
問
題
を
い
づ
れ

に
疲
見
す
る
か
に
よ
つ
て
、
さ
ら
に
恩
惟
の
形
式
も
、
方
向
も
、
ま
た
そ
の
抽
象
の
限
度
も
定
ま
る
の
で
あ
る
。
純
粋
理
論
の
領
域

に
お
い
て
一
定
の
訓
練
を
経
た
頭
脳
に
は
、
た
と
へ
ば
、
コ
ッ
ト
ル
の
弗
説
を
中
心
と
す
る
近
時
の
生
活
構
成
閥
の
理
論
の
ご
と
き
、

そ
れ
が
経
惰
的
事
｛
貰
を
扱
ふ
も
の
と
解
す
べ
き
か
ど
う
か
さ
ヘ
―
つ
の
疑
間
と
し
て
映
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
。
ま
た
日
取
初
か

ら
生
活
構
成
骰
の
理
論
に
就
き
、
そ
れ
で
『
経
惰
學
』
を
學
び
え
た
り
と
信
じ
て
ゐ
る
や
う
な
人
々
に
は
、
純
粋
理
論
の
動
栂
エ
と
目

的
と
を
根
本
か
ら
了
解
さ
せ
、
こ
れ
を
承
認
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
領
域
を
支
配
す
る
一
面
的
な
高
度
の
抽
象
は
、
こ
れ
を
追
跡

に
値
ず
る
も
の
と
信
じ
さ
せ
る
こ
と
は
絶
望
に
近
い
で
あ
ら
う
。
経
滸
學
は
一
科
の
科
學
領
域
で
あ
る
と
は
い
へ
、
間
題
の
設
定
は

多
岐
に
わ
た
り
、
動
炭
の
相
異
は
息
惟
の
形
式
を
分
裂
せ
し
め
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
近
時
ま
た
も
學
派
の
新
た
な
る
野
立
を
生
み
つ
4

あ
る
。
方
向
を
異
に
す
る
二
種
の
理
論
の
交
渉
に
闘
す
る
問
題
は
、
い
は
ゆ
る
綜
合
の
問
題
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ

わ
れ
わ
れ
は
純
粋
狸
論
を
み
づ
か
ら
離
れ
よ
う
と
お
も
は
す
、
ま
た
放
さ
う
と
も
お
も
は
な
い
。
こ

4
で
は
純
粋
理
論
の
方
法
に

よ
つ
て
到
逹
さ
れ
て
ゐ
る
抽
象
的
恩
惟
の
一
定
面
を
前
提
し
、
こ
れ
を
も
つ
て
わ
れ
わ
れ
に
典
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
、
さ
て
こ
の
高

度
に
抽
象
的
な
一
定
面
か
ら
出
痰
し
て
、
逆
に
具
罷
的
な
方
向
へ
、
あ
る
程
度
ま
で
下
降
し
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
無
か
ら
出

行

為

理

論

の

問

題

こ
で
は
取
り
あ
へ
す
そ
れ
と
は
別
な
問
題
を
提
出
し
た
い
と
お
も
ふ
。
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罷
系
的
目
的
と
抽
象
度
の
決
定

獲
す
る
の
で
は
な
く
、
或
目
的
に
よ
つ
て
純
粋
に
形
成
さ
れ
た
腔
系
を
起
黙
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
段
具
閥
的
な
も
の
ヘ
一
歩
退
い

て
み
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
純
粋
理
論
の
性
格
を
い
は
ゞ
内
側
か
ら
再
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、

一
途
に
高
め
ら
れ
た
抽
象
的
息
惟
の
芙
し
さ
に
、
今
さ
ら
驚
嘆
を
新
た
に
ず
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の

目
的
は
他
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
や
う
に
し
て
現
宵
が
要
求
す
る
経
清
學
の
新
ら
し
い
課
題
に
答
へ
る
べ
き
方
法
を
見
い
だ
さ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
政
治
経
惰
學
的
閤
系
の
樹
立
を
純
粋
理
論
の
内
部
か
ら
恩
念
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
窮
党

的
に
は
ゴ
ッ
ト
ル
の
構
成
謄
理
論
と
の
交
渉
の
場
を
打
開
す
べ
く
目
ざ
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
か
り
に
最
後
の
目
標
は
さ

う
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
＼
で
は
間
題
を
そ
こ
ま
で
押
し
す
4
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
純
粋
理
論
が
そ
の
固
有
の
目
的
の
た
め
に
必

要
と
し
た
若
十
の
基
礎
概
念
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
概
念
の
高
い
抽
象
性
の
な
か
に
、
ど
の
や
う
な
諸
範
疇
が
包
括
さ
れ
て
ゐ
る
か
を

吟
味
し
て
み
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
論
文
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
他
の
機
會
に
、
純
粋
理
論
の
出
痰
黙
の
一

つ
手
前
に
伏
在
的
に
横
が
つ
て
ゐ
る
―
つ
の
肝
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
本
質
理
論
の
領
域
と
名
づ
け
、
こ
の
領
域
を
再
疲

＊
 

掘
す
る
こ
と
の
必
要
を
説
い
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
こ
＼
で
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
そ
の
仕
事
の
直
接
の
延
長
で
あ
る
。

純
粋
理
論
に
お
け
る
若
干
の
基
礎
概
念
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
中
か
ら
今
し
ば
ら
く
続
惰
主
閤
、
経
清
客
罷
、
お
よ
び
経
惰
行
為
、

と
い
ふ
三
つ
の
概
念
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
ー
ー
第
一
に
経
惰
主
閤
で
あ
る
。
経
惰
主
閤
と
い
ふ
概
念
が
一
般
に
企
業
、
糾
合
、

家
計
、
圏
家
財
政
と
い
ふ
や
う
た
諸
範
珀
を
包
括
す
る
こ
と
は
今
日
で
は
純
粋
理
論
の
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
経
渭

主
開
は
い
づ
れ
も
獨
立
の
曾
計
帳
簿
を
も
つ
個
別
の
組
織
腸
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
ら
の
紐
織
勝
を
い
か
た
る
概
念
規
定
に

―
つ
の
目
的
に
む
か
つ
て

八
四

＊拙稿『本質理論と純粋理論』 C一橋論叢，昭利十四年十一月競），同『政治罷清學と鰹

溝表』（公論，昭和十五年二月琥）
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け
る
請
範
略
の
樹
立
並
び
に
そ
の
因
果
的
閥
聯
の
分
析
は
美
事
な
成
果
を
牧
め
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
優
に
構
成
骰
瑶
論
に

お
け
る
主
謄
梢
成
の
分
析
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
＼
で
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
は

純
粋
狸
論
に
お
け
る
一
定
度
の
抽
象
面
を
さ
ら
に
具
罷
的
な
方
向
へ
下
降
す
る
と
と
で
は
な
い
。
客
睦
の
理
論
は
む
し
ろ
生
活
経
螢

し
た
が
つ
て
、

八
五

よ
つ
て
一
様
た
る
理
論
的
範
嗜
の
中
に
入
れ
、
そ
し
て
い
か
な
る
闘
系
的
目
的
に
仕
へ
し
め
る
か
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
聘
系
的
目
的

を
新
た
に
す
る
場
合
、
い
か
な
る
意
味
で
こ
れ
ら
の
組
織
骰
は
理
論
的
に
個
別
的
な
概
念
規
定
を
必
要
と
す
る
に
い
た
る
か
で
あ

る
。
純
粋
理
論
は
そ
れ
獨
自
の
債
格
論
的
性
格
に
よ
つ
て
、
個
別
的
な
組
織
開
の
諧
範
喝
を
確
立
す
る
こ
と
に
興
味
を
見
い
だ
ず
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
純
惰
‘
王
罷
に
普
澗
的
た
る
構
造
す
た
は
ち
詢
衡
閥
と
し
て
の
構
造
を
焚
見
す
る
こ

と
こ
そ
純
粋
理
論
の
形
成
に
鋏
く
べ
か
ら
ざ
る
前
提
で
あ
り
、
そ
し
て
純
粋
理
論
は
こ
れ
に
成
功
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ト
ル

を
中
心
と
す
る
構
成
閥
の
狸
論
は
罷
系
的
目
的
を
異
に
し
、
こ
れ
ら
の
組
緞
謄
の
國
民
経
惰
的
構
成
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
個
別
の
組
織
謄
を
一
様
な
る
詢
衡
罷
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
主
閥
的
な
も
の
の
謡
範
峰
の
確
立

、
、
、
、

を
最
籾
に
必
要
と
す
る
の
み
な
ら
す
、
そ
れ
ら
相
互
の
意
味
闘
聯
を
辿
ら
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
技
術
と
経
惰
の
諭
理
は

＊
 

か
く
し
て
鋏
く
べ
か
ら
ざ
る
そ
の
基
礎
で
あ
る
。

第
二
に
経
惰
客
閻
で
あ
る
。
経
清
の
客
罷
に
闘
し
て
は
梢
成
閤
の
珂
論
に
は
、
見
る
べ
き
寄
奥
が
な
く
、
こ
れ
を
統
一
的
に
考
察

一
般
に
財
の
範
蛤
論
す
ら
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
客
閥
理
論
の
抽
象
性
ま
た
は
具
聘
性

の
程
度
の
問
題
さ
へ
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
純
粋
理
論
は
そ
れ
自
罷
が
客
罷
輝
論
で
あ
る
と
い
は
れ
る
ほ
ど
、

客
罷
と
し
て
の
財
貨
の
理
論
を
深
く
展
間
し
、
財
の
経
惰
的
な
謡
範
唸
を
確
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
固
布
の
罷
系
的
目
的
に

一
般
に
高
度
の
抽
象
を
目
ざ
す
こ
と
は
純
粋
理
論
の
全
罷
と
し
て
の
性
格
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
財
貨
に
お

す
る
方
法
す
ら
あ
り
や
な
し
や
疑
問
で
あ
る
。

＊宮田窟代蔽著『経慾原理』（昭和六年），同『生活経膚學研究』（昭和十三年），福井

孝治著［生としての鰹清』（昭和十年）等は，経清"I:開の生活構成における全腔的

な意味腕聯を明かにするo 板垣典ー，酒井正三R恥酒枝義旗の諸學者の論作にも就

て見るべし。
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骰
と
し
て
の
家
の
生
活
設
備
の
構
造
理
論
と
し
て
別
に
―
つ
の
打
開
面
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
お
も
は
れ
る
。
こ
の
方
向
は
あ
る

＊
 

程
度
ま
で
ゴ
ッ
ト
ル
に
よ
つ
て
打
間
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
が
生
活
経
螢
罷
と
い
ふ
の
は
生
究
経
螢
儒
に

た
い
す
る
概
念
で
あ
り
、
生
活
設
備
と
い
ふ
の
は
生
産
設
備
に
野
應
せ
し
め
る
概
念
で
あ
る
。

最
後
に
第
三
に
経
惰
行
為
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
純
粋
理
論
に
お
け
る
経
溝
行
為
の
概
念
規
定
が
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
お
よ
そ
経
惰
學
の
原
理
を
謡
い
た
今
日
の
著
作
で
、
経
渭
行
為
に
全
く
言
及
し
な
い
と
い
ふ
も
の
は
な
く
、

な
ん
ら
か
の
程
度
で
経
惰
行
為
の
意
味
を
説
か
な
い
と
い
ふ
も
の
も
な
い
。
こ
の
用
語
が
純
粋
理
論
の
占
有
で
な
い
こ
と
は
、
蘊
涵
5

罷
理
論
も
ま
た
「
行
為
と
し
て
の
経
憫
』
を
説
く
に
徴
し
て
明
か
で
あ
ら
う
。
構
成
聘
踵
論
で
は
、
『
経
清
」
と
は
欲
求
と
調
逹
と

の
持
績
的
調
和
と
い
ふ
精
神
に
お
い
て
の
人
間
共
同
生
活
の
構
成
で
あ
る
と
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
か
＼
る
構
成
が
意
識
的
活

動
と
し
て
行
は
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
行
為
と
し
て
の
経
惰
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
構
成
閤
理
論
で
は
、
「
経
叙
記
す

る
」
こ
と
、
ま
た
は
経
清
行
為
と
は
、
箇
々
の
生
産
技
術
的
行
為
を
指
す
の
で
は
な
く
、
無
敷
の
行
為
の
選
搾
お
よ
び
配
列
を
七
は
)

構
成
目
的
に
む
か
つ
て
計
盪
的
に
統
合
す
る
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
を
し
て
い
は
し
め
れ
ば
、
そ
れ
は
生
活
構
成
の
目

的
の
た
め
に
生
活
蓑
力
を
種
々
な
る
欲
求
に
配
分
す
る
こ
と
に
ぽ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
構
成
閤
理
論
は
根
本
に
お
い

て
経
清
量
の
観
念
を
喪
失
し
て
ゐ
る
た
め
、
「
経
溝
す
る
」
こ
と
の
基
本
形
式
が
何
で
あ
る
か
を
み
づ
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

共

共

な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
純
粋
理
論
の
問
題
に
蹄
ら
う
。
純
粋
理
論
は
い
か
に
経
惰
行
為
の
意
味
を
規
定
す
る
か
？

お
も
ふ
に
経
惰
學
の
基
礎
概
念
の
う
ち
、
経
溝
行
為
の
概
念
規
定
ほ
ど
『
続
惰
』
の
定
義
に
直
接
む
す
び
つ
い
た
も
の
は
な
く
、

し
た
が
つ
て
経
惰
の
本
質
問
題
と
不
可
分
な
闘
係
に
あ
る
も
の
も
な
い
。
絆
演
行
為
が
い
か
に
定
義
さ
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ

の
定
義
の
う
へ
に
い
か
な
る
骰
系
が
樹
立
さ
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
定
義
一
つ
の
な
か
に
特
系
の
根
本
性
格
を
決
定

八
六

＊福井孝治著『生としての経清』第二篇第二章第二節の遺産財，準備財の概念を参照

せょ。

＊そ拙稿『生活の理論』（思想，昭和十五年二月眺）では，生活の全贈的な秩序を鰹

清以前の問題として扱ひ，生活資力の敷鑽的概念を明かにしようとす。
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八
七

す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
純
粋
理
論
に
闘
す
る
か
ぎ
り
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
こ
と
は
誇
張
な
し
に
い
へ
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
か
と
お
も
は
れ
る
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
敦
授
は
そ
の
蕉
著
に
い
ふ
、
で
あ
ら
ゆ
る
経
惰
行
為
を
交
換
と
見
る
わ
れ
わ
れ
の
見

ユ＂

解
は
輩
に
形
式
的
で
あ
る
た
め
に
決
し
て
反
感
を
唆
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
』
と
。
あ
ら
ゆ
る
経
清
理
論
は
畢
党
―
つ
の
交
換
間
題

の
研
究
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
教
授
は
、
な
ん
ら
の
交
易
も
仔
在
し
な
い
と
こ
ろ
へ
も
交
換
を
導
き
入
れ
、
交
換
と
い
ふ
表
象
は
経
惰

的
行
為
の
同
義
異
語
だ
と
言
明
し
た
。
で
は
教
授
は
純
粋
理
論
の
領
域
に
お
け
る
人
間
行
為
の
範
嚇
は
交
換
以
外
に
何
も
な
い
と
し

生
産
、
消
費
、
貯
蓄
と
い
ふ
や
う
な
概
念
が
い
づ
れ
も
人
間
行
為
に
か
＼
は
る
概
念
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で

も
な
い
と
し
て
、
純
粋
理
論
は
な
ほ
理
論
的
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
間
行
為
の
形
式
に
お
け
る
若
干
範
鰭
を
必
要
と
し
な
い

必
要
と
し
な
い
の
で
は
な
い
。
人
間
行
為
の
な
か
に
は
、
交
換
形
式
を
も
つ
て
説
明
す
る
以
外
に
、
別
な
角
度
か
ら
捉
へ
ね
ば
た

ら
ぬ
若
干
の
形
式
的
範
疇
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
範
唸
に
隔
す
る
も
の
で
交
換
行
揺
と
無
縁
の
も
の
は
―
つ
も
な
い
が
、
(
|
|
＇
と
い
ふ

の
は
そ
れ
ら
の
行
為
の
遂
行
は
反
面
に
お
い
て
交
換
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
）
し
か
し
そ
れ
ら
は
一
般
に
交
換
か
ら
園
別
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
相
互
に
盛
別
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
行
為
の
範
疇
こ
そ
は
交
換
経
惰
の
全
罷
的
な
均

衡
の
鶯
応
を
決
定
し
、
ま
た
こ
れ
を
説
明
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
構
成
閥
理
論
は
経
惰
と
技
術
の
論
理
的
闘
係
を
説
く
こ
と
に

よ
つ
て
、
経
惰
生
活
の
基
本
構
造
を
反
省
す
る
こ
と
に
大
き
な
寄
輿
を
し
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
そ
の
や
う
な
構
造
を
形
成
す
る
に
必

＊
＊
 

要
な
人
間
行
為
の
諸
形
式
を
説
い
て
は
ゐ
な
い
。
純
粋
理
論
に
は
ゴ
ッ
ト
ル
學
派
に
お
け
る
や
う
な
技
術
と
経
惰
の
鋭
く
彫
り
あ
げ

ら
れ
た
論
理
に
は
鋏
け
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
程
度
ま
で
経
惰
的
判
断
と
行
為
の
謡
形
式
を
捉
へ
る
こ
と
に
成
功
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
の
哲

i

者
を
去
り
、
こ
＼
で
は
教
授
の
主

i

者
『
疲
展
』
に
つ
い
て
、
そ
の
や
う
な
行
為
の

行

鈴

理

論

の

問

題

の
で
あ
る
か
？

た
の
で
あ
る
か
？

そ安井琢問木村他康共膵『理論経廣學の本質と主要内容』 (J. Schumpeter, Das 

Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationa!okonomie, 1908) 50頁。

**ゴットル學派には人間行為の形式として『選掃』の概念が見えるだけのやうであるo

この概念が敷量的な問闊以外にも適應することは最も注意に値する°本論文末節参煕o
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諸
範
唸
を
明
か
に
し
た
い
。
こ
の
仕
事
は
そ
も
そ
も
純
粋
理
論
に
お
け
る
行
為
の
理
論
は
い
か
な
る
程
度
に
抽
象
的
で
あ
る
か
と
い

ふ
こ
と
の
み
な
ら
す
、
そ
の
理
論
は
い
か
な
る
程
度
に
明
晰
で
あ
り
周
密
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
の
吟
味
で
あ
る
。

鯉
酒
主
骰
と
そ
の
行
為
の
一
般
閲
係

わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
専
ら
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
の
主
著
『
経
惰
疲
展
の
理
論
』
（
第
一
版
一
九
―
二
年
、
日
本
版
一
九
三
八
年
）
第

一
章
に
抑
し
、
そ
こ
に
叙
述
さ
れ
て
ゐ
る
か
ぎ
り
の
経
惰
行
為
の
詣
範
疇
を
摘
出
し
、
そ
れ
と
闘
聯
す
る
技
術
と
経
惰
の
合
理
性
概

念
を
検
め
る
に
あ
る
。
こ
の
や
う
な
目
的
を
も
つ
て
教
投
の
箸
作
に
接
近
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
曾
て
何
人
も
企
て
な
か
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
か
4

る
操
作
に
お
い
て
は
準
捩
す
べ
き
研
究
文
献
は
全
然
な
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
ゞ
幸
に

し
て
教
授
の
學
誅
恩
想
は
わ
が
國
の
有
力
な
學
者
に
よ
っ
て
祖
述
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
必
要
に
應
じ
て
そ
れ
ら
の
文
献
を
か

へ
り
み
る
こ
と
は
自
由
で
あ
り
、
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
吟
味
は
そ
れ
ら
の
文
献
に
お
け
る
経
惰
行
為
の
理
論
に
も
及
ぶ
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ら
う
。
お
も
ふ
に
教
授
の

i

者
作
は
推
理
の
鋭
利
を
も
つ
て
鳴
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
問
題
の
第
一
章
は
こ
れ
を
如
上
の

特
殊
な
目
的
に
照
ら
し
て
見
る
と
き
、
決
し
て
叙
述
の
統
一
と
明
快
と
を
誇
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
か
＼
る
仕
事
の
過
程
に
お
い

て
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
澁
滞
し
、
嵯
鉄
し
、
混
鋭
し
、
そ
し
て
多
少
の
謬
り
を
胃
す
こ
と
は
免
れ
が
た
い
も
の
と
恩
は
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
切
に
學
者
の
批
正
を
乞
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

右
の
目
的
を
も
つ
て
『
痰
展
』
を
と
り
あ
げ
る
と
い
へ
ば
、
ま
づ
讀
者
を
し
て
想
起
せ
し
め
る
の
は
企
業
者
に
お
け
る
『
新
結
合
』

の
理
論
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
＼
で
は
ま
づ
比
較
的
注
意
を
招
く
こ
と
の
乏
し
い
基
礎
的
な
部
分
に
わ
れ
わ
れ
は
と
ゞ
ま

＊
 

る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
経
惰
行
箆
の
形
式
上
の
諸
範
応
を
桧
出
し
、
相
互
野
照
を
試
み
、
そ
れ
ら
の
全
開

i

と
し

八
八

丑『新結合』の概念は『結合』概念の甚礎のうへに立つが，しかし同時にその概念規

定を離れてしまつて，異燎に包括的なものとなつてをり• 理論的には問題の多いも

のであるo これを取扱ふことは改めて後の機會にゆづりたい。
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て
の
抽
象
度
を
吟
味
し
、
必
要
に
應
じ
て
経
惰
と
技
術
と
の
論
理
的
な
基
本
闘
係
を
か
へ
り
み
、

八
九

降
し
、
そ
し
て
行
為
に
闘
す
る
純
粋
理
論
的
諸
範
薗
の
不
備
、
不
明
瞭
ま
た
は
不
完
全
と
も
恩
は
れ
る
も
の
を
も
指
摘
し
た
い
の
で

あ
る
。
こ
の
操
作
は
経
惰
行
為
の
基
本
形
式
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
選
揮
、
結
合
、
配
分
、
ま
た
時
と
し
て
は
排
列
、
按
院
な
ど

、

、

、

、

、

、

4

い
ふ
用
語
に
よ
っ
て
概
括
さ
れ
る
目
的
行
為
の
基
本
的
謡
形
式
の
意
味
お
よ
び
意
味
闘
聯
を
再
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

ま
た
こ
れ
は
窮
極
的
に
は
、
か
4

る
行
為
の
諸
範
賭
の
或
る
も
の
を
、
政
治
お
よ
び
政
策
の
論
理
に
ま
で
推
し
す
＼
め
、
綜
合
的
な

債
値
判
断
の
形
式
を
決
定
す
る
こ
と
を
志
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
ま
で
間
題
を
展
開
す
る
こ
と
は
嘗
面
の
仕
事
で
は
な
い
が
、
窮
極

＊
 

の
意
圏
が
い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
告
白
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
に
お
い
て
経
惰
的
事
宵
が
す
で
に
―
つ
の
抽
象
で
あ
る
こ
と
は
最
初
に
述
べ
た
と
ほ
り
で
あ
る
。

経
消
的
事
賓
は
経
惰
的
行
為
の
結
果
で
あ
る
。
経
惰
的
行
為
は
『
財
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
行
為
」
で
あ
る
。
獲
得
の
方
法
は
交
換

ま
た
は
生
産
で
あ
る
。
人
間
は
か
4
る
意
味
の
経
惰
行
為
の
主
憬
で
あ
る
か
、
あ
る
ひ
は
こ
れ
に
従
隔
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
経
惰
主
罷
の
行
動
は
か
れ
自
身
の
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
そ
の
目
的
に
役
立
ち
う
る
手
段
を
探
求
す

る
。
そ
れ
が
財
で
あ
る
。
す
べ
て
の
財
は
続
憐
‘
王
睦
の
欲
望
を
充
足
せ
し
め
る
程
度
に
し
た
が
つ
て
評
憤
さ
れ
る
。
限
界
利
用
法
則

が
そ
こ
に
働
く
。
経
惰
主
罷
は
豫
め
何
等
か
の
財
の
所
有
者
で
あ
る
。
そ
の
所
有
財
か
ら
最
大
の
債
値
量
を
質
現
す
る
や
う
財
～
に
た

い
す
る
行
動
を
調
節
す
る
。

1

と
、
こ
れ
は
『
疲
展
」
第
一
章
の
第
一
節
よ
り
第
三
節
の
半
ば
に
い
た
る
ま
で
の
と
こ
ろ
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
目
的
を
基
準
と
し
て
経
演
主
罷
と
行
為
と
の
一
般
閥
係
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
こ
4

に
節
と
は
小
標
題
に
よ
っ

て
慨
切
ら
れ
た
部
分
を
便
宜
の
た
め
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
）
お
も
ふ
に
こ
れ
は
訳
し
て
明
瞭
な
叙
述
で
は
な
い
。
こ
の
叙
述
は
わ
れ

わ
れ
に
つ
ぎ
の
疑
間
を
懐
か
し
め
る
。
こ
4

に
想
定
さ
れ
た
経
惰
主
罷
は
自
給
自
足
の
経
惰
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
ら
う
か
、
交
換
経

行

総

理

論

の

問

題

、、

一
屑
具
閥
的
な
意
味
の
泄
界
に
下

＊拙稿『政治理念としての綿力配分』（日本評論，昭和十四年三月琥）は，配分形式をも

つて政治的統制経清の賓践形式と解する試論である。同『國家総力と動員方式」（経

清情報，政粧篇'iRJ八月琥），同「配分原理と割嘗問題』（エコノミスト，同四月一H琥）

等参照o綜合判斯の性質については前撮「生活の理論」のカントに闘する項参照。
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惰
に
お
い
て
努
慟
力
を
賣
る
人
々
の
そ
れ
で
あ
ら
う
か
、
も
し
く
は
企
業
者
の
そ
れ
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を

包
括
す
る
の
で
あ
ら
う
か
？
お
そ
ら
く
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
の
す
べ
て
の
讀
者
お
よ
び
祖
述
者
は
迷
ふ
こ
と
な
く
答
へ
て
、
こ
れ
は
あ

ら
ゆ
る
場
合
に
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
と
い
ふ
で
あ
ら
う
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
一
應
さ
う
考
へ
る
こ
と
と
し
た
い
。
し
か
ら
ば
こ
れ
は

第
一
に
、
交
換
な
き
経
惰
に
お
い
て
は
、
人
は
そ
の
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
に
み
づ
か
ら
生
産
を
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
場
合
の
か
れ
の
生
産
な
る
も
の
は
ま
さ
に
「
練
生
産
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
直
接
に
か
れ
の
練
欲
望
に
指
導
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
か
れ
が
そ
の
所
有
財
か
ら
最
大
の
債
値
量
を
宵
現
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
第
一
に
そ
の
や
う
な
「
総
生
産
」
に

お
け
る
努
働
配
分
か
ら
最
大
の
債
値
量
を
賓
現
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
は
箇
々
の
生
産
部
門
に
お

い
て
か
れ
が
技
術
的
に
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
豫
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
財
に
た
い
す
る
行
動
の
調
節
と
い
ふ
こ
と
は
、
ま

＊
 

づ
も
つ
て
努
働
の
線
配
分
に
お
け
る
秩
序
の
形
成
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

第
二
に
、
交
換
経
惰
に
お
い
て
、
み
づ
か
ら
所
有
財
を
提
供
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
購
買
力
を
獲
得
す
る
人
々
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
か
れ
ら
が
所
有
財
の
虞
理
か
ら
最
大
の
債
伯
燥
を
賓
現
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
二
重
の
意
味
を
帯
び
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
は
所
有
財
の
提
供
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
り
、
第
二
に
は
購
買
力
の
配
分
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
人
々
は

自
己
の
所
有
財
を
つ
ね
に
最
も
有
利
な
方
面
に
提
供
し
、
そ
れ
を
も
つ
て
獲
ら
れ
る
最
大
量
の
購
買
力
を
獲
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
ば

か
り
で
は
な
い
。
ま
た
痙
た
と
こ
ろ
の
賄
買
力
の
配
分
に
お
い
て
最
大
の
憤
値
重
を
賓
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
こ
れ
ら
双
方
に
お

け
る
最
大
量
の
開
係
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
第
三
に
、
交
換
経
齊
に
お
け
る
企
業
者
の
活
動
で
は
、
い
ふ
ま
で
も
な

く
一
定
の
生
疫
に
お
け
る
目
的
物
の
種
類
の
決
定
、
生
充
量
の
決
定
、
お
よ
び
生
壺
方
法
の
決
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

次
ぎ
の
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ー
|

九
〇

＊この場合の分析は拙著「マルクスのロビンソン物語』第二章が讀者の理解を援ける

であらう o
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の

概

念

九

が
、
こ
れ
ら
の
決
定
を
調
節
す
る
も
の
は
、
企
業
そ
の
も
の
の
目
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
最
大
の
債
値
蓋
、
す
た
は
ち
最
大
の
牧
盆
ま

た
は
最
高
率
の
利
潤
で
あ
る
。
殊
に
生
茜
方
法
は
生
産
費
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
産
費
こ
そ
は
企
業
の
死
命
を
制
す
る
も
の

で
あ
る
以
上
、
最
大
債
値
量
の
合
理
原
則
は
生
産
方
法
そ
の
も
の
の
な
か
に
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
生
産

一
定
の
表
現
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
そ
の
形
式
が
こ
れ
も
ま
た
衰

カ
の
配
分
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
最
大
債
値
量
の
原
理
は
つ
ね
に
配
分
形
式
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
観
を
あ
た

へ
な
け
れ
ば
や
ま
ぬ
で
あ
ら
う
°
ー
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
こ
の
問
題
を
深
く
論
ナ
ペ
き
場
所
に
到
逹
し
て
ゐ
な
い
。
こ
入
で
は
む
し

ろ
以
上
の
ご
と
く
考
へ
て
く
る
な
ら
ば
、
債
値
量
と
い
ふ
言
葉
が
或
時
は
客
観
的
な
財
ま
た
は
購
買
力
そ
の
も
の
の
量
を
意
味
し
、

＊
 

或
時
は
主
観
的
な
欲
望
充
足
量
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
一
事
に
特
別
の
注
意
を
彿
ひ
た
い
。
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授

の
如
上
の
叙
述
は
簡
箪
で
あ
り
、
且
つ
不
明
瞭
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
4

に
述
べ
る
や
う
な
各
種
の
場
合
を
比
較
封
照
し
、
し
か
も

結
局
す
べ
て
を
一
括
す
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
ぬ
い
た
結
果
の
概
括
で
あ
る
と
は
み
え
な
い
。
経
渭
主
罷
と
そ
の
行
為
と
の
一
般
闘
係

に
つ
い
て
は
後
段
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
一
肝
肉
迫
し
た
吟
味
を
遂
げ
る
筈
で
あ
る
。

限

界

生

産

力

さ
て
、
経
清
‘
王
罷
に
お
け
る
経
清
行
為
の
基
本
形
式
は
何
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
が
、
人
々
は
そ
の
所
有
財
か
ら
最
大
の
債
値
量

を
賓
現
す
る
や
う
に
財
に
た
い
す
る
そ
の
行
動
を
調
節
す
る
と
述
べ
た
の
ち
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
は
た
ゞ
ち
に
語
を
つ
い
で
、
そ

0

0

 

の
行
為
の
形
式
が
配
分
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
や
う
な
叙
述
に
移
つ
て
ゐ
る
。

l
い
は
く
、
「
彼
等
は
輿
へ
ら
れ
た
る
條
件
の

下
に
お
い
て
は
如
何
に
そ
の
使
用
方
法
を
か
へ
て
も
、
も
は
や
こ
の
債
値
量
を
増
加
し
得
な
い
や
う
に
そ
の
財
を
使
用
す
べ
く
努
め

行

為

理

論

の

問

題

行
為
の
な
ん
ら
か
の
基
本
形
式
に
お
い
て
、

＊この問題は拙著『粧清本質論』第三章において取扱ひながら解決の得られなかつた

ものであり赤松教授との間に多年論手を殿けてゐるものであるo拙稿『計蜜経清

と1it界観の問題』（改造，昭和十四年十二月琥）は資力配分の形式に伴ふ意味内容を

つねに主観的またほ生活判断的なものとしてゐるo
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と
あ
る
以
上
、
す
で
に
利
潤
は
問
題
ぢ
や
な
い
。
し
か
ら
ば
企
業
者
は
各
稲
の
生
産
財
へ
の
か
れ
の
『
欲
望
」
に
た
い
し
て
呑
谷
平
を

0

0

 

0
 
0
 

配
分
す
る
も
の
だ
と
考
ふ
べ
き
で
あ
る
の
か
？
ま
た
、
し
か
ら
ば
企
業
内
部
に
お
け
る
生
産
行
為
の
基
本
形
式
は
一
般
に
配
分
で

あ
る
と
考
ふ
べ
き
で
あ
る
の
か
？
も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
か
4
る
場
合
の
表
金
の
配
分
形
式
な
る
も
の
の
意
味
内
容
は
何
で
あ

、

、

、

、

、

、

、

、

そ
れ
は
生
活
欲
望
の
罷
系
に
も
と
づ
き
目
的
選
揮
を
主
題
と
す
る
安
力
配
分
に
封
比
す
れ
ば
、
手
段
選
捧
を
意
味
す
る

、
、

線
じ
て
純
粋
理
論
は
か
ヽ
る
形
式
の
同
一
性
に
と
ゞ
ま
つ
て
、
そ
の
意
味
内

容
の
相
異
を
敢
て
問
ふ
べ
き
も
の
と
考
へ
す
、
ま
た
問
ふ
べ
き
必
要
を
認
め
な
い
も
の
の
や
う
に
お
も
は
れ
る
。
数
授
も
ま
た
い
さ

さ
か
も
わ
れ
わ
れ
の
疑
問
に
は
答
へ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
の
叙
述
は
雨
者
同
一
な
り
と
い
ふ
も
の
の
ご
と
く
で
あ
り
、
や
4

後
の
叙
述
は
然
ら
す
と
い
ふ
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
の
技
術
的
配
分
で
は
な
い
の
で
あ
ら
う
か
？

ら
う
か
？

あ
ら
う
か
？

生
産
者
は
二
重
に
欲
望
を
も
た
ぬ
で
あ
ら
う
か
？

0

0

 

る
で
あ
ら
う
。
い
ま
異
な
る
敷
種
の
範
疇
の
欲
望
に
封
し
て
か
く
の
如
き
財
の
配
分
が
成
就
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
債
値

の
具
罷
的
の
大
い
さ
も
同
時
に
決
定
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
つ
て
経
惰
‘
主
開
は
こ
の
比
較
的
に
最
苦
の
用
途
に
あ
て
る
場
合
の

、、

欲
望
充
足
に
相
應
す
る
が
如
き
債
値
評
債
を
こ
れ
ら
の
財
に
認
め
る
で
あ
ら
う
。
新
な
る
用
森
が
問
題
に
な
る
場
合
に
お
い
て
も
彼

＊
 

等
は
こ
の
債
値
で
財
を
評
債
す
る
の
で
あ
る
』
と
。

こ
れ
は
限
界
利
用
理
論
の
略
述
に
該
嘗
す
る
第
三
節
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
4

に
あ
ら
は
れ
た
経
演
主
罷
は
直
接
的
な

欲
望
の
主
開
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
所
有
財
と
い
へ
ば
用
途
多
様
な
る
配
分
素
材
で
あ
る
や
う
に
し
か
受
け
と
れ
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
が

こ
4

で
一
定
額
の
購
買
力
を
所
持
す
る
消
費
者
ら
し
い
主
罷
を
想
像
す
る
ほ
ど
自
然
な
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
『
欲
望
』
と
は
何
で

一
方
で
は
企
業
利
潤
に
た
い
し
て
、
他
方
で
は
か
れ
の
生
産
に

0

0

 

必
要
な
各
種
の
生
南
財
に
た
い
し
て
°
|
ー
い
た
、
右
の
叙
述
に
は
『
異
な
る
敷
種
の
範
疇
の
欲
望
」
に
た
い
す
る
『
財
の
配
分
』

九

＊前掲『殺展』邦謡20頁o 圏点等は筆者の附したるものo他の場合もおなじo
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慨
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
い
か
な
る
慈
味
に
お
い
て
岡
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
？

謳
別
さ
れ
、
い
か
に
交
錯
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
？

九

こ
の
問
題
は
次
ぎ
の
や
う
に
言
ひ
な
ほ
ず
こ
と
も
で
き
る
。
限
界
利
用
理
論
と
限
界
生
南
力
理
論
と
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て

そ
も
そ
も
雨
者
は
一
段
高
き
抽
象
に
お
い
て
は
一
箇
の

＊
 

と
い
へ
ば
、
こ
の
問
題
は
ク
ラ
ー
ク
ま
で
潮
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
い
ま
少
し
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
の
経
清
行
為
に
闘
ず
る
基
礎
的
叙
述
を
尋
ね
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
飛

ん
で
第
七
節
に
う
つ
る
。
こ
＼
は
『
飩
栃
理
論
と
限
界
生
産
力
の
概
念
」
と
題
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
壺
粁
と
し
て
の
経
清
‘
モ
開

に
と
つ
て
は
、
生
産
目
的
の
方
向
、
方
法
お
よ
び
規
模
を
決
定
す
る
こ
と
が
最
も
根
本
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
経
惰
計
宰
早
に
お

い
て
鋏
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
生
産
要
素
の
『
結
合
』
を
比
餃
す
る
一
箇
の
標
準
で
あ
る
。
生
南
の
要
索
は
ほ
と
ん
ど
常
に
共
同
し

て
作
用
す
る
。
『
若
し
一
定
債
値
の
或
る
財
の
生
究
に
は
「
努
働
」
の
三
箪
位
と
「
土
地
」
の
二
箪
位
と
が
必
要
と
せ
ら
れ
、
他
の

0

0

 

財
の
生
産
に
は
反
対
に
二
箪
位
の
房
働
と
三
箪
位
の
土
地
と
が
必
要
と
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
経
惰
主
骰
は
如
何
な
る
選
揮
を
行
ふ
べ

0

0

 

き
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
を
行
ふ
た
め
に
は
明
か
に
二
つ
の
結
合
を
比
較
す
る
た
め
の
一
個
の
標
準
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
は
ち
一
の

比
例
敷
或
は
共
通
の
分
母
が
必
要
で
あ
る
。
」
経
箔
‘
王
謄
が
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
生
産
要
素
の
各
量
が
か
れ
の
経
惰

に
た
い
し
て
も
つ
相
罰
的
な
軍
要
度
で
あ
る
。
か
れ
は
一
般
的
な
債
値
椋
準
を
必
要
と
す
る
。
し
か
る
に
か
れ
が
直
接
に
か
＼
る
標

準
を
も
つ
の
は
か
れ
の
消
費
財
に
た
い
し
て
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
の
み
が
か
れ
に
『
直
接
の
欲
望
充
足
」
を
齋
す
も
の
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
の
充
足
の
強
度
こ
そ
、
そ
の
財
が
か
れ
に
た
い
し
て
も
つ
重
要
性
の
基
礎
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
生
壺
財
の
璽
要
性

は
、
消
投
財
の
成
立
に
貢
献
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
欲
望
充
足
に
貢
献
す
る
と
い
ふ
慰
り
道
を
と
る
。
生
産
財
の
憤
値
は
消
費
財
広
盃
頂

値
の
反
映
で
あ
る
。
後
者
の
債
値
は
前
粁
の
う
へ
に
飩
蜀
さ
せ
ら
れ
、
こ
の
飩
函
さ
せ
ら
れ
た
憤
値
に
も
と
づ
い
て
生
産
財
は
箇
々

行

為

理

論

の

問

閻

學
理
に
飩
す
る
の
で
あ
る
か
？

雨
者
の
湖
用
範
園
は
い
か
に

＊林要評，クラーク『分配論』 CJ.B. Clark, Distribution of Wealth, 1899)邦諜は大

正13年の出版oこの著者における最終利用の原則と最終生産性の原則との骰系構成

は別の機會に吟味を企てる筈である。
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性
の
基
礎
は
、
欲
望
充
足
原
理
で
あ
ら
う
か
、
技
術
原
理
で
あ
ら
う
か
？

企
業
は
生
庁
目
的
を
決
定
し
、
そ
の
規
校

さ
ら
に
わ

の
経
惰
計
聾
に
お
け
る
そ
の
地
位
を
興
へ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
必
要
な
こ
と
は
生
産
財
の
練
憤
値
に
結
局
的
な
表
現
を
あ
た
へ
る
こ

と
で
は
な
い
。
問
題
は
経
惰
主
閤
の
純
駒
的
な
領
域
に
と
ゞ
め
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
各
生
南
要
素
の
部
分
量
が
か
れ
に
と
つ
て
『
い

か
な
る
満
足
の
増
加
に
あ
た
る
か
』
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

1

こ
れ
は
教
授
の
叙
述
に
で
き
る
だ
け
忠
賓
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ

シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
は
し
か
し
直
ち
に
か
う
述
べ
て
ゐ
る
。
ー
『
消
費
財
の
使
用
債
値
に
封
し
て
生
疫
財
の
こ
の
債
値
に
は
牧

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

盆
債
値
或
は
生
産
力
債
値
と
も
云
ひ
得
べ
き
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
使
用
に
お
け
る
界
限
利
用
に
は
後
者
の
生
廂
力
に
お
け
る
限
界

利
用
、
或
は
極
め
て
一
般
的
に
な
つ
て
ゐ
る
表
現
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
の
限
界
生
産
力
が
封
應
し
て
ゐ
る
。
』
こ
の
叙
述
に
次
ぎ
の

叙
述
が
つ
づ
く
。

い
は
く
『
限
昇
生
南
力
と
は
努
慟
給
付
及
び
土
地
用
役
の
輿
へ
ら
れ
た
る
貯
蔽
の
一
箪
位
を
も
つ
て
な
ほ
生
究
し

＊
 

得
る
と
こ
ろ
の
最
も
重
要
た
ら
ざ
る
生
咋
物
箪
位
の
債
値
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
と
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
理
論
に
つ
い
て
は
ク
ラ
ー
ク
ま
で
潮
ら
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
生
南
続
惰
に
お
け
る
『
滴
足
の

培
加
』
と
は
牧
殿
物
羅
の
培
加
に
伴
ふ
戸
債
値
』
醤
の
増
加
で
あ
っ
て
、
牧
獲
そ
の
も
の
の
容
観
的
な
敷
量
の
観
念
を
超
え
て
ゐ
る

こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
間
ふ
、
こ
の
『
債
値
』
は
生
産
者
自
身
に
お
け
る
直
接
の
欲
望
滴
足
の
基

礎
に
お
い
て
測
定
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
他
の
人
々
の
欲
望
渦
足
の
基
礎
に
お
い
て
測
定
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
？

れ
わ
れ
は
問
は
ざ
る
を
え
な
い
。
す
で
に
目
的
を
決
定
し
た
―
つ
の
生
南
経
惰
に
お
い
て
、
生
産
要
素
の
『
結
合
』
に
お
け
る
合
狸

あ
ら
う
か
、
も
し
く
は
雨
者
の
結
合
な
の
で
あ
ら
う
か
？

生
産
目
的
に
し
て
決
定
し
た
以
上
、
生
南
要
素
の
□
和

合
』
に
お
い
て
な
ほ
そ
の
判
斯
に
欲
望
原
理
が
作
用
す
る
餘
地
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
？

る
。
こ
の
場
合
、
『
渦
足
の
培
加
」
と
は
何
で
あ
ら
う
か
？
牧
碇
量
の
増
加
で
あ
ら
う
か
、
い
は
ゆ
る
欲
望
の
満
足
量
の
増
加
で

九
四

＊前掲『狡展』邦諜51頁o
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経
清
的
合
理
性
と
螢
利
的
合
理
性

す
る
。

を
決
定
し
、

九
五

一
般
様
式
を
決
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
根
本
的
な
諸
決
定
の
う
へ
に
操
業
度
の
決
定
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
純
粋

に
鯉
憐
的
な
る
決
定
で
あ
る
。
も
と
よ
り
技
術
的
條
件
は
こ
れ
ら
の
決
定
を
豫
め
制
約
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
生
産
の
宵
行
に
お
い

て
は
技
術
は
経
惰
に
よ
っ
て
謀
題
を
あ
た
へ
ら
れ
る
。
生
産
要
索
の
『
結
合
」
は
と
り
も
な
ほ
さ
す
こ
の
諜
題
を
解
決
す
る
生
発
行

為
の
基
本
形
式
で
あ
る
。

シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
も
こ
こ
で
は
こ
れ
を
「
配
分
』
と
は
い
は
な
い
。
す
く
な
く
と
も
二
年
結
合
』
を
論

す
る
か
ぎ
り
、
『
配
分
r

―
一
の
貶
念
は
消
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
結
合
』
は
狭
く
は
製
造
技
術
的
な
形
式
で
も
あ
り
、
廣
く
は
紐

螢
抜
術
的
な
形
式
で
も
あ
る

-3

経
螢
の
原
理
は
費
用
節
約
の
命
法
に
し
た
が
ひ
、
均
等
原
理
は
経
螢
を
全
罷
と
し
て
内
面
的
に
支
配

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
ば
括
成
骰
學
説
の
基
礎
原
理
を
た
す
と
こ
ろ
の
ゴ
ッ
ト
ル
の
技
術
と
経
惰
の
論
理
を
お
の
づ
と
想
起
せ
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
コ
ッ
ト
ル
の
理
論
が
そ
の
ま
4

直
接
に
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
何
等
か
の
光
を
投
じ
る
で
あ
ら

う
と
い
ふ
想
像
は
空
虚
で
あ
る
。
純
粋
理
論
と
ゴ
ッ
ト
ル
網
演
學
と
の
距
離
は
そ
れ
ら
の
想
像
以
上
に
遠
く
、
附
者
の
懸
橋
と
し
て

一
般
に
承
認
さ
れ
た
も
の
が
内
外
の
學
界
に
あ
る
か
ど
う
か
は
い
ま
だ
に
疑
間
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
豫
ね
て
そ
の
試
み
を
企
て
つ

＊
 

つ
あ
っ
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
公
の
形
式
で
承
認
を
受
け
た
と
お
も
は
れ
る
ぽ
ど
の
も
の
は
―
つ
も
た
い
。
純
粋
理
論
の
立

場
に
お
い
て
ゴ
ッ
ト
ル
の
技
術
と
経
憐
の
論
理
を
肯
定
的
に
引
照
し
た
例
が
最
近
あ
ら
は
れ
た
こ
と
は
興
深
い
一
事
に
は
相
異
な
い

＊
＊
 

が
、
こ
の
調
和
は
ま
だ
表
面
的
で
あ
る
や
う
に
み
え
る
．
。
わ
れ
わ
れ
は
醜
つ
て
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
自
身
の
経
惰
と
技
術
の
範
降
~

を
考
察
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
必
要
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。
第
四
節
の
標
題
は
『
経
惰
と
技
術
』
で
あ
る
。

行

為

理

論

の

問

閂

＊拙稿『技術原理と生活原理』（科學主義工業，昭和十四年二月暁）同『西洋鰐済學に

おげる綜合』（坂西博士還暦記念論文集）等はその試みに圏するo この試みにたい

する注目（ま金子弘，板垣典一の諸家によつて示されてほゐるo

＊＊中山伊知郎『笹消學一般理論』（新痙演學全集第一回配本所輯），本論文の末段を

参照せよ o
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と
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
印
象
は
正
裳
で
あ
る
と
お
も
は
れ
る
。

解
明
を
求
め
う
る
と
期
待
す
べ
き
か
？

一
般
に
生
産
は
二
つ
の
側
面
か
ら
眺
め
ら
れ
る
。
『
技
術
的
生
南
も
絆
潜
的
生
究
も
結
局

に
お
い
て
は
合
理
的
に
支
配
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
雨
者
の
園
別
は
こ
の
合
理
性
の
性
質
の
相
違
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
一
讀

し
て
こ
の
叙
述
は
経
惰
的
合
瑶
性
と
技
術
的
合
理
性
と
の
高
別
を
封
照
的
に
明
か
に
し
よ
う
と
企
て
る
も
の
の
や
う
に
お
も
は
れ

る
。
し
か
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
叙
述
の
前
後
に
お
い
て
、
教
授
の
著
作
の
中
に
続
清
と
技
術
の
基
本
闘
係
に
つ
い
て
の
決
定
的
な

し
か
り
、
す
く
な
く
と
も
純
粋
理
論
の
固
有
の
閥
系
的
目
的
に
立
つ
か
ぎ
り
、
教
授
の
解

明
は
一
應
十
分
な
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。

、

、

、

、

わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
練
清
と
い
ふ
用
語
が
い
か
に
多
義
で
あ
る
か
、
技
術
と
い
ふ
用
語
が
い
か
に
多
義
で
あ
る
か
を
忘
れ
る
こ
と

は
で
き
ぬ
。
附
者
が
封
立
概
念
と
し
て
學
げ
ら
れ
た
場
合
に
、
相
互
制
約
に
よ
つ
て
そ
の
多
義
性
が
大
い
に
局
限
さ
れ
る
こ
と
は
た

し
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
ほ
経
惰
と
技
術
と
の
野
照
的
な
概
念
規
定
は
幾
通
り
も
あ
り
う
る
こ
と
を
承
知
し
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
も
ち
ろ
ん
か
＼
る
概
念
規
定
が
事
物
そ
の
も
の
の
性
質
に
固
有
の
論
理
か
ら
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

信
じ
、
ま
た
そ
の
ゆ
ゑ
に
事
物
の
性
質
に
闘
し
て
は
客
観
的
な
知
識
の
成
立
つ
こ
と
を
信
じ
、
ま
た
そ
の
ゆ
ゑ
に
學
理
の
綜
合
的
な

進
歩
の
可
能
で
あ
る
こ
と
を
信
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
経
惰
と
技
術
と
の
野
照
的
な
概
念
規
定
が
わ
れ
わ
れ
の
科
學
に
お
い
て

幾
通
り
も
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
事
質
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
事
｛
貫
上
の
相
異
を
形
づ
く
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
野
立
的
な
何
も
の

か
で
は
な
く
て
、
い
は
ゞ
程
度
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
程
度
的
と
は
事
物
に
固
有
の
論
理
へ
の
全
閤
的
な
接
近
の
仕
方
に
お
け

る
確
さ
の
程
度
に
外
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
不
注
意
に
讀
む
な
ら
ば
、
観
惰
學
上
の
あ
ら
ゆ
る
蒋
作
は
、
こ
の
こ
と
が
ら
に

闘
す
る
か
ぎ
り
叙
述
の
精
粗
お
よ
び
繁
閑
の
差
は
あ
れ
、
み
な
一
様
に
同
一
の
論
理
を
述
べ
て
ゐ
る
と
い
ふ
印
象
を
さ
へ
人
は
受
け

シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
毅
投
に
し
た
が
へ
ば
、

九
六
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わ
れ
わ
れ
自
身
は
す
で
に
他
の
慢
會
に
ゴ
ッ
ト
ル
に
お
け
る
経
惰
と
技
術
の
基
本
闘
係
に
つ
い
て
の
深
い
論
理
を
通
過
し
、
他
方

で
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
方
法
に
も
と
づ
い
て
同
じ
基
本
闘
係
に
一
陪
具
閥
的
に
続
惰
量
闊
係
の
思
惟
を
加
へ
、
さ
う
す
る
こ
と
に
よ

＊
 

つ
て
、
経
憐
と
技
術
の
諸
行
為
に
基
本
形
式
を
あ
た
へ
、
雨
者
の
合
理
性
原
理
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
具
罷
的
な
命
題
を
樹
て
た
。
そ

し
て
ま
た
そ
こ
に
純
粋
理
論
と
構
成
閤
學
詑
と
を
基
礎
的
に
綜
合
し
よ
う
と
の
意
圏
の
ゆ
る
さ
る
べ
ぎ
こ
と
を
も
述
べ
た
。

い
ま
、

そ
の
や
う
な
立
場
か
ら
し
て
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
の
所
誂
を
批
評
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
教
授
の
推
理
は
こ
の
問
題

に
闘
す
る
か
ぎ
り
、
決
し
て
明
晰
と
も
透
徹
と
も
名
づ
く
べ
き
種
類
の
も
の
で
は
な
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
数
授
は
も
ち
ろ

ん
問
題
の
本
質
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
を
紡
挫
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
事
物
の
性
質
に
き
は
め
て
近
く
肉
迫
し
て
ゐ
る
こ
と
は
言
々
句

句
に
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
ほ
依
然
と
し
て
不
透
明
な
も
の
が
推
理
の
底
を
掩
う
て
ゐ
る
や
う
に
お
も
は
れ
る
。
間
ふ
べ
き
は

ま
づ
教
授
に
お
け
る
経
清
の
意
義
お
よ
び
技
術
の
意
義
で
あ
る
。
教
授
の
所
説
を
具
さ
に
聴
き
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
所
見
を
展
開
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ま
づ
経
渭
と
技
術
の
合
理
性
を
封
照
し
て
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
は
い
ふ
、
生
発
の
技
術
納
問
題
と
経
消
的
問
題
と
の
あ
ひ
だ
に

は
到
立
闘
係
が
あ
る
と
。
こ
の
封
立
は
「
一
企
業
の
技
術
的
指
導
と
商
業
的
指
導
と
の
人
的
酎
立
』
と
し
て
風
々
見
う
け
ら
れ
る
。

技
師
が
推
廊
す
る
新
技
術
を
支
配
人
は
引
き
合
は
ぬ
と
い
つ
て
取
り
あ
げ
な
い
ご
と
き
で
あ
る
。
「
こ
の
例
の
場
合
は
お
の
づ
か
ら

理
解
の
鍵
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
す
る
。
技
師
と
支
配
人
と
は
い
づ
れ
も
そ
の
立
場
を
次
の
如
く
表
現
し
え
よ
う
、
郎
ち
か
れ
ら
の
目

的
は
企
業
の
合
理
的
な
運
用
に
あ
る
。
さ
う
し
て
か
れ
ら
の
判
断
は
こ
の
合
理
性
の
認
識
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
。
」
か
れ

ら
の
判
晰
の
相
異
は
各
自
が
『
異
な
る
種
類
の
合
理
性
』
を
考
へ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
。
支
配
人
が
合
理
性
を
口
に
す
る
の

は
「
商
業
上
の
利
益
を
意
味
す
る
』
の
で
あ
る
。
ー
ー
よ
い
く
い
ふ
教
授
の
『
経
清
的
合
理
性
』
な
る
も
の
は
こ
＼
で
は
螢
利
的
合
理
性

行

腐

理

論

の

問

題

＊拙稿『國家と粧清の論理』（中央公論，昭和十四年四月暁）鍔膚と技術の論理的酬係

に少くとも鼈の問題を最初に意識的に導入したのはこの一論であるo
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の

論

理

の
意
味
に
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
経
惰
と
は
す
な
は
ち
登
利
で
あ
り
、
こ
4

に
経
惰
と
螢
利
の
矛
盾
の
問
題

は
な
い
！

わ
れ
わ
れ
の
取
扱
ふ
べ
き
根
本
問
題
の
た
め
に
、
こ
の
こ
と
を
つ
よ
く
記
憶
に
と
ゞ
め
た
い
。

鯉

満

と

技

術

さ
て
同
じ
場
所
で
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
は
例
解
を
あ
た
へ
る
。

I

技
師
の
提
言
を
担
む
支
配
人
が
『
商
業
上
の
利
益
」
を
眼

目
と
す
る
合
理
主
義
は
次
ぎ
の
ご
と
く
表
現
さ
れ
る
、
す
な
は
ち
「
機
械
の
新
設
に
必
要
な
出
費
は
他
に
一
層
有
利
に
使
用
せ
ら
れ

な
い
か
』
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
讀
者
は
こ
＼
で
マ
ー
シ
ァ
ル
以
来
の
い
は
ゆ
る
代
用
原
理
を
想
ひ
だ
せ
ば
よ
い
。
し
か
し
敦
投
は
す

ぐ
に
つ
ゞ
け
て
い
ふ
、
「
支
配
人
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
交
換
の
な
い
経
惰
に
お
い
て
は
か
く
の
如
き
生
産
過
程
の
髪
更
は
そ
の
経

惰
の
欲
望
充
足
を
促
進
し
な
い
の
み
な
ら
す
反
野
に
減
少
せ
し
め
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
」
と
。
わ
れ
わ
れ
が
特
に
こ
の
一
節
を
引
用

す
る
の
は
次
ぎ
の
事
賞
を
確
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
ー
ー
純
粋
理
論
に
お
い
て
は
、
経
惰
的
合
理
性
と
螢
利
的
合
理
性
と
を
甑
別
す

る
い
か
な
る
標
準
も
な
く
、
生
活
続
惰
の
理
念
と
企
業
経
螢
の
理
念
と
を
分
つ
動
楓
も
ま
た
こ
れ
を
最
初
か
ら
喪
失
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
こ
れ
で
あ
る
，
も
し
箪
に
合
理
性
と
い
ふ
こ
と
を
い
へ
ば
、
欲
望
充
足
経
演
に
お
け
る
衰
力
配
分
も
、
交
換
経
惰
の
内
部
で

特
定
の
生
産
に
し
た
が
ふ
企
業
経
惰
の
資
力
配
分
も
、
そ
れ
ぞ
れ
合
理
性
に
よ
っ
て
貫
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
ふ
ま
で
も

、、

な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
一
歩
す
と
め
て
合
理
性
の
意
味
を
問
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
論
理
的
な
構
造
が
近
似
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
の
た
め
に
、
特
に
―
つ
の
場
合
に
他
の
場
合
を
野
照
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
入
に
あ
る
も
の
は
些
か

も
さ
う
い
ふ
意
味
の
封
照
で
は
な
く
、
輩
に
同
一
原
珪
の
適
用
で
あ
る
や
う
に
お
も
は
れ
る
。

ず
で
に
見
る
ご
と
く
合
理
性
の
あ
る
意
味
に
お
け
る
『
種
類
』
が
問
は
れ
て
ゐ
る
の
に
徴
す
れ
ば
、
純
粋
理
論
と
い
へ
ど
も
合
迎

九
八
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を
一
肝
強
く
熱
す
る
と
か
、

九
九

性
が
箪
に
合
理
性
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
に
よ
つ
て
唯
一
の
も
の
に
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
も
の
で
な
い
の
は

明
か
で
あ
る
。
生
奔
活
動
に
お
け
る
理
念
の
異
な
る
に
つ
れ
て
、
「
異
な
る
種
類
の
合
理
性
」
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
と

い
ふ
論
理
は
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
同
一
の
論
理
に
よ
つ
て
、
従
来
の
純
粋
理
論
に
お
け
る
「
経

惰
的
合
理
性
』
の
高
き
抽
象
度
を
一
段
引
き
さ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ら
う
、
「
鯉
惰
的
」
と
い
ふ
も
の
に
も
ま
た
『
異
な
る
種
類
』

の
存
す
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
閏
府
に
ま
で
。

で
は
次
ぎ
に
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
に
と
つ
て
、
技
術
的
合
理
性
と
は
何
で
あ
ら
う
か
、
技
師
の
立
場
に
お
け
る
合
理
性
と
は
何

を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）
教
授
は
あ
る
場
所
で
、
『
経
惰
的
目
的
が
技
術
的
方
法
の
賓
際

の
應
用
を
支
配
す
る
』
こ
と
を
院
き
、
『
技
術
に
対
し
て
技
術
的
生
究
の
目
的
を
輿
へ
る
も
の
も
ま
た
経
清
に
外
た
ら
な
い
」
こ
と
を

論
じ
、
か
く
て
一
見
し
て
こ
れ
ら
の
叙
述
は
料
惰
と
技
術
の
基
本
闊
係
の
論
理
に
獨
れ
た
か
の
ご
と
く
み
え
、
表
面
上
全
く
正
裳
の

教
授
は
抜
術
が
そ
れ
自
閥
と
し
て
『
獨
立
の
意
味
を
も
つ
こ
と
、
瓜
低
つ
て

ま
た
技
師
の
立
場
が
健
全
な
る
意
義
を
有
す
る
こ
と
』
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
技
術
的
方
法
に
内
在
す
る
論
理
を
経
惰
の
支
配
か

ら
分
離
し
て
獨
立
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
へ
る
。
い
は
く
『
一
の
蒸
汽
榎
闊
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
部
分
に
お
い
て
経
溝
的

合
迎
性
を
満
足
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
こ
の
経
消
的
合
理
性
に
應
じ
て
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
す
る
。
』
し
か
ら
ば
こ
れ

ご
盾
熟
練
し
た
者
に
運
韓
さ
せ
る
と
か
い
ふ
こ
と
は
、
経
消
的
合
狸
性
に
反
く
こ
と
で
あ
る
と
。
ー
ー
↓

わ
れ
わ
れ
は
こ

4

で
再
び
二
糾
箔
的
合
迎
性
』
に
出
會
ふ
。
第
一
の
そ
れ
は
一
箪
位
の
不
可
分
財
の
製
作
に
お
け
る
費
用
の
均
笠

＊
 

原
理
で
あ
り
、
た
と
へ
ば
マ
ー
シ
ァ
ル
で
は
家
屋
の
建
第
の
例
解
に
該
賞
す
る
。
第
二
の
そ
れ
は
一
続
螢
の
内
部
に
お
け
る
弗
笛
m
の

均
筈
原
理
の
一
端
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
貨
物
一
箪
位
を
本
位
と
す
る
生
産
上
の
合
理
原
則
も
、
経
螢
自
罷
を
一
匹
早
位
と
す
る
生

行

為

理

論

の

問

題

や
う
に
み
え
る
。
し
か
し
技
術
と
は
何
で
あ
ら
う
か
？

＊大塚金之助評，マージァル『親惰學原理』第三分冊， 65,66頁その他o
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一
般
に
事

査
上
の
合
理
原
則
も
、
本
質
的
に
別
箇
の
も
の
で
は
な
い
。
か
し
る
意
味
の
合
理
性
の
本
質
を
桧
討
す
る
こ
と
は
後
段
に
ゆ
づ
り
、

技
術
ま
た
は
技
術
的
合
理
性
の
獨
自
の
意
味
を
説
明
す
べ
く
、
『
登
展
』
の
著
者
は
か
う
い
ふ
の
で
あ
る
。
ー
「
し
か
し
こ
の

櫻
械
〔
蒸
汽
機
闘
〕
が
如
何
な
る
條
件
の
下
に
於
て
よ
り
大
な
る
仕
事
を
な
し
得
る
か
、
培
加
し
得
る
仕
事
の
量
は
幾
何
で
あ
る
か
、

＊^
 

現
在
の
知
識
水
準
に
於
て
な
ほ
幾
何
の
改
良
が
可
能
で
あ
る
か
笠
を
考
察
ず
る
の
は
十
分
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
』
と
。
こ
れ

、、

は
一
定
財
の
性
能
に
闘
す
る
餘
蘊
な
き
知
識
の
無
意
義
な
ら
ざ
る
こ
と
を
諒
く
も
の
の
ご
と
く
に
見
え
る
。
つ
ゞ
け
て
い
ふ
、
『
し

か
ら
ば
特
に
こ
れ
ら
す
べ
て
の
手
段
の
研
究
は
そ
れ
ら
が
将
来
布
利
と
な
る
べ
き
日
の
た
め
に
用
意
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る

0

ま
た

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
可
能
性
を
見
逃
す
の
は
無
知
の
た
め
で
は
な
く
て
、
十
分
に
考
慮
せ
ら
れ
た
経
惰
的
踵
由
の
た
め
で
あ
る
と

い
ふ
意
味
に
お
い
て
、
か
＼
る
理
想
的
形
像
を
常
に
現
賓
に
封
立
さ
せ
る
こ
と
は
布
意
義
で
あ
る
』
と
。
お
も
ふ
に
か
4

る
問
題
は

一
定
の
食
料
品
の
料
理
法
に
お
い
て
、
切
り
棄
て
ら
れ
る
材
料
部
分
に
闘
し
て
さ
へ
も
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
技
術
の
本
質
が
か
く

、、

し
て
事
物
の
性
能
に
閥
す
る
知
識
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
太
だ
意
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
お
そ
ら
く

シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
が
〗
呉
に
い
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
右
の
や
う
な
例
解
の
方
法
に
よ
つ
て
は
十
分
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
な
い
も

の
と
考
へ
る
の
が
至
賞
で
は
あ
る
ま
い
か
。
技
術
は
一
般
に
事
物
の
性
能
に
闘
ず
る
知
識
内
容
で
あ
る
に
と
ゞ
ま
ら
す
、

物
の
生
西
方
法
に
闘
す
る
知
識
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
技
術
が
提
案
す
る
一
定
の
生
査
方
法
を
採
用
す
る
か
否

か
を
決
定
す
る
も
の
は
純
惰
で
あ
る
が
、
親
惰
は
採
麻
上
の
見
地
か
ら
そ
の
取
拾
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
技
帥
と
支
配
人
と
の
例

解
は
、
要
す
る
に
こ
の
意
味
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
十
分
に
説
き
つ
く
し
え
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
°
ー
お
よ
そ
技
術
が
、
続
惰
上
の
現
賞
の
採
靡
問
題
を
全
く
離
れ
、
あ
ら
ゆ

右
の
例
解
に
た
ゞ
ち
に
績
く
つ
ぎ
の
叙
述
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

J
O
O
 

＊前掲『殺展』邦諄27頁。
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る
。
第
二
は
経
料
か
ら
一
定
の
諜
題
と
と
も
に
衰
力
を
あ
た
へ
ら
れ
、

1
0
 

一
定
日
的
を
一
定
規
模
に
お
い
て
宵
行
す
る
と
こ
ろ
の
行
為

る
事
物
の
性
質
を
究
め
、
ま
た
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
可
能
な
る
生
究
方
法
に
闘
す
る
研
究
を
行
ふ
こ
と
は
、
そ

の
固
有
の
任
務
で
あ
る
。
こ
れ
を
生
産
方
法
に
闘
し
て
い
へ
ば
、
寝
明
に
せ
よ
、
改
良
に
せ
よ
、

す
る
も
の
で
あ
り
、

つ
ね
に
原
理
的
な
研
究
を
諜
題
と

一
定
の

H
的
を
逹
成
す
る
手
段
の
合
理
性
が
線
じ
て
節
約
の
原
理
を
無
説
す
る
も
の
で
な
い
の
は
い
ふ
ま
で
も

な
い
と
し
て
、
し
か
し
経
箔
的
採
邸
の
干
渉
か
ら
は
獨
立
し
て
行
は
れ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
純
粋
技
術
的
合
理
性
の
領
域
が

あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
が
い
ふ
‘
べ
く
し
て
い
び
甕
さ
な
か
っ
た
の
は
こ
れ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

、、

お
も
ふ
に
技
術
は
二
重
の
意
味
を
も
つ
。
第
一
は
右
に
い
ふ
純
粋
技
術
の
原
理
性
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
は
知
識
そ
の
も
の
で
あ

と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
後
者
が
前
者
の
基
礎
の
う
へ
に
立
つ
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
場
合
の
節
約
原
理
は
直
接
に
経
演
的

計
算
の
支
配
の
も
と
に
立
つ
。
し
か
る
に
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
の
『
痰
展
』
に
お
け
る
技
術
の
論
迎
は
、
技
術
の
か
＼
る
二
軍
の

意
味
を
辮
へ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
些
か
咀
哨
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
結
合
』
の

概

念

規

定

お
よ
そ
生
産
と
梱
せ
ら
れ
る
も
の
が
自
然
法
則
的
意
味
の
創
造
で
な
い
こ
と
は
夙
に
ミ
ル
そ
の
他
の
好
題
日
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
生
産
行
為
は
自
然
的
な
諸
力
に
「
作
川
」
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
『
活
用
」
す
る
の
に
す
ぎ
ぬ
。
純
粋
理
論
は
し
か
し
一
歩
前

進
す
る
。
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
は
い
ふ
、
こ
の
＝
し
活
用
』
も
し
く
は
『
作
用
」
を
『
包
括
す
る
一
概
念
』
が
必
要
な
の
で
あ
る
と
。

、
、
、

こ
4

に
そ
の
や
う
な
一
概
念
を
規
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
行
為
の
平
n
遍
的
形
式
を
踵
論
的
息
惟
の
領
土
に
確
定
す
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。
さ
う
信
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
の
教
授
の
紋
述
を
最
も
軍
祝
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

1

行

鯰

理

論

の

問

題
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以
上
の
叙
述
が
、

に
は
百
般
の
場
所
的
移
動
、
機
械
的
化
學
的
過
程
そ
の
他
．
を
含
ん
で
ゐ
る
。

二
罷
と

「
「
活
用
」
の
中
に
は
財
の
種
々
雑
多
な
る
使
用
の
形
、
財
に
於
け
る
種
々
雑
多
の
取
扱
ひ
方
が
含
ま
れ
て
を
り
、
「
作
用
」
の
中

『
し
か
し
問
題
は
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
充
足
の
立
場
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
現
に
見
出
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
多
少
と
も
髪
更
す
る

、
、
、
、

こ
と
に
あ
る
。
す
た
は
ち
問
題
は
つ
ね
に
諸
々
の
事
物
お
よ
び
力
の
相
互
闘
係
を
髪
更
す
る
こ
と
、
①
現
在
分
離
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事

、

、

、

、

物
お
よ
び
力
を
結
合
す
る
こ
と
、
乃
至
は
②
事
物
お
よ
び
力
を
そ
の
従
来
の
開
係
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
あ
る
。

0

0

 

「
第
一
の
場
合
に
つ
い
て
は
「
結
合
す
る
」

(
k
o
m
b
i
n
i
c
r

g)
と
い
ふ
概
念
が
文
句
な
し
に
嫡
合
ず
る
。
第
二
の
場
合
に
つ
い
て

0

0

 

は
わ
れ
わ
れ
は
分
離
さ
れ
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
の
努
働
と
結
合
す
る
と
い
つ
て
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
の
努
働
は
こ
れ
を
典
へ
ら
れ
た
る

諸
財
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
謡
財
の
中
に
、
数
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

0

0

 

「
技
術
的
に
も
経
清
的
に
も
生
陸
と
は
わ
れ
わ
れ
の
領
域
に
存
在
す
る
物
と
力
と
を
結
合
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
各
個
の
生

0

0

0

0

 

産
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
か
4
る
結
合
を
意
味
す
る
。
異
な
る
生
産
方
法
は
た
ゞ
そ
れ
を
結
合
す
る
様
式
に
よ
つ
て
、
換
言
す
れ

0

0

 

ば
、
あ
る
ひ
は
結
合
せ
ら
れ
る
封
象
に
よ
つ
て
、
あ
る
ひ
は
ま
た
そ
の
鍵
の
比
例
闘
係
に
よ
つ
て
、
慨
別
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

、
、
ヽ
ヽ

0

0

0

0

各
個
の
具
骰
的
生
紅
行
為
は
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
か
＼
る
結
合
を
宵
現
す
る
も
の
、
あ
る
ひ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
か
＼
る
結
合
そ

の
も
の
で
あ
る
。

『
こ
の
考
へ
方
は
ま
た
運
送
そ
の
他
要
す
る
に
最
廣
義
に
お
い
て
生
査
た
る
一
切
の
も
の
に
撰
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

0

0

 

し
て
の
企
業
に
お
い
て
も
、
あ
る
ひ
は
全
國
民
経
惰
の
生
産
諸
闘
係
に
お
い
て
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
か
4

る
結
合
を
見
る
。
こ
の
概

＊
 

念
は
わ
れ
わ
れ
の
恩
考
過
程
に
お
い
て
重
要
な
る
役
割
を
演
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

一
切
の
生
究
に
普
遍
的
な
行
為
の
基
本
形
式
を
樹
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
慌
系
的
目
的
如
何
の
問
題
を

1
0
 

そ前掲書，28,29頁o地の文との釣合上，二三の漢字を瑕名書きに改め，重要概念をあ

らはす漢字を際立たせるやうにしたo 圏点等は例によつて筆者の附けたもの。
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別
と
す
れ
ば
、
別
段
の
解
説
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ら
う
。
『
結
合
，
ー
と
は
一
定
の
目
的
物
を
獲
得
す
る
た
め
の
、
も
し
く
は
一
定

、

、

、

、

の
目
的
を
逹
成
す
る
た
め
の
、
方
法
の
膨
式
で
あ
り
、
結
合
さ
れ
る
箇
々
の
も
の
は
結
合
の
た
め
の
箇
々
の
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
言
に
し
て
手
段
的
要
索
の
結
合
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
が
経
惰
行
為
の
一
基
本
形
式
の
確
定
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
重
黙
を

置
く
。
な
ほ
こ
4

に
「
行
為
の
形
式
」
と
い
ふ
考
へ
方
は
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
あ
り
、
純
梓
理
論
の
考
へ
方
で
な
く
、
ま
た
こ
れ
は

ゴ
ッ
ト
ル
學
説
に
お
い
て
も
、
他
の
い
か
な
る
閥
系
に
お
い
て
も
、
既
存
の
も
の
で
は
な
い
。

お
も
ふ
に
経
惰
學
に
お
け
る
行
為
理
論
は
、
他
の
請
部
分
に
比
し
て
最
も
登
逹
の
遅
れ
て
ゐ
た
部
分
で
あ
り
、
獨
立
に
包

it的
な

方
法
で
取
扱
は
れ
た
こ
と
は
曾
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
緊
め
て
こ
れ
を
一
應
獨
立
に
取
扱
は
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
企
て
は
、
ま

づ
も
つ
て
経
惰
行
為
の
諸
範
唸
の
探
索
か
ら
出
漿
す
る
。
こ
の
場
合
に
ま
づ
行
為
の
範
珀
を
、
目
的
内
容
で
は
な
し
に
、
形
式
的
側

面
に
求
め
よ
う
と
す
る
方
法
は
、
す
で
に
あ
る
程
度
ま
で
純
粋
理
論
が
な
し
遂
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
づ
こ
れ
に

従
ふ
も
の
で
あ
り
、
あ
は
せ
て
そ
の
一
般
的
な
吟
味
を
企
て
つ

4
あ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ
＼
に
必
要
な
こ
と
は
行
為
の
謡
範

唱
が
い
づ
れ
も
そ
の
形
式
性
に
お
い
て
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
の
承
認
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
の
結
合
概
念
は
、
発
展
理
論
の
核
心
を
た
す
『
新
結
合
』
概
念
の
基
礎
で
あ
る
が
、
し

か
し
上
述
の
程
度
で
は
周
知
の
ご
と
く
マ
ー
シ
ァ
ル
の
経
齊
學
に
お
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
る
，
わ
れ
わ
れ
は
こ

4
で
こ
の
概
念
が
箇

箇
の
生
産
行
為
に
お
け
る
基
本
形
式
と
し
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
宵
を
確
定
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
交
換
な
き
経
惰
に
お

け
る
生
産
の
線
秩
序
を
語
る
も
の
で
も
な
く
、
貨
幣
経
渭
に
お
け
る
生
活
経
螢
罷
の
消
費
秩
序
を
語
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
社
會

的
練
生
産
に
お
け
る
衰
力
配
分
の
全
閤
秩
序
を
語
る
も
の
で
も
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
す
く
た
く
と
も
『
結
合
』
の
概
念
を
明

か
に
し
た
教
授
の
右
の
叙
述
の
な
か
に
は
、
そ
れ
ら
の
秩
序
に
闘
す
る
恩
想
は
交
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
賞
を
一
應
確
定
し
て
お
き

行

為

理

論

の

問

題

-
0
-
――
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分
概
念
な
る
も
の
が
教
授
の
罷
系
で
は
意
識
的
に
確
立
さ
れ
た
概
念
で
は
な
い
と
い
ふ
根
本
事
賓
を
知
れ
ば
何
で
も
な
い
こ
と
で
あ

と
の
闘
係
を
問
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、

と
で
は
、

上、
そ
れ
は
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
す
で
に
第
四
節
（
『
眼
界
生
産
力
の
概
念
』
）
で
引
用
し
た
一
節
に
見
え
る
『
配
分
』
の
範
蔭
と
は
別
な

も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
『
配
分
」
も
ま
た
経
惰
行
為
の
基
本
形
式
の
一
っ
と
し
て
叙
べ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
後
段
に
も
引
照

す
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
と
で
と
り
あ
へ
す
わ
れ
わ
れ
が
確
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
結
合
概
念
は
ま
づ
主
と
し
て
個
別
生
産
の

行
為
の
基
本
形
式
と
し
て
詫
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
そ
し
て
配
分
概
念
と
の
理
論
的
な
交
渉
は
そ
こ
で
は
考
察
の
野
象
と
な
っ
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
敢
授
に
と
つ
て
最
も
重
要
な
概
念
は
『
結
合
』
で
あ
り
、
こ
の
概
念
規
定
が
周
｛
祐
に
行

は
れ
て
ゐ
る
の
は
裳
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
『
配
分
」
の
概
念
規
定
は
い
づ
れ
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
す
、
た
ゞ
事
宵

―
つ
の
用
語
と
し
て
風
々
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
に
と
ゞ
ま
る
。
そ
れ
は
い
は
ゞ
そ
の
一
語
を
使
用
し
な
い
で
は
納
ま
ら
ぬ
場
合
が

凪
々
あ
っ
て
、
自
然
に
使
用
し
て
ゐ
る
と
で
も
い
っ
た
や
う
な
使
用
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゴ
ー
ッ
セ
ン
に
お
い
て
も
、
ジ
ェ
ヴ
ォ

ン
ス
に
お
い
て
も
、
ワ
ル
ラ
ス
に
お
い
て
も
さ
う
で
あ
っ
た
と
お
な
じ
ゃ
う
な
使
用
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
學
者
は

経
惰
行
為
の
基
本
形
式
と
し
て
「
配
分
』
の
範
唸
を
樹
立
す
る
考
な
し
に
、
た
ゞ
自
然
的
に
、
期
せ
す
し
て
同
一
の
用
語
を
使
用
せ

ざ
る
を
え
な
い
運
命
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
も
ま
た
同
列
に
蜀
す
る
も
の
だ
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
は
な

い
。
そ
の
や
う
な
情
況
、
す
な
は
ち
人
間
の
行
為
を
主
題
と
せ
す
、
財
貨
の
債
値
量
の
み
を
中
心
と
す
る
息
惟
の
歴
史
的
情
況
の
も

た
い
。

―
つ
の
格
李
ま
た
は
法
則
の
把
握
に
お
い
て
さ
へ
、
財
貨
の
憤
値
抵
の
闘
係
の
み
が
理
論
的
意
識
に
浮
き
あ
が
っ
た
の

で
あ
る
。
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
が
生
査
行
為
の
基
本
形
式
と
し
て
『
結
合
』
の
概
念
を
規
定
し
た
が
ら
、
こ
の
概
念
と
酌
分
概
念

一
見
し
て
今
日
の
讀
者
に
は
奇
妙
な
こ
と
に
お
も
は
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
配

1
0四
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財
の
階
層
理
論
に
お
け
る
『
結
合
』
と
『
配
分
』

「
配
分
」
と
い
ふ
用
語
例
は
理
論
的
概
念
と
し
て
成
熟
し
た
も
の
で
は
な
く
、

1
0五

ら
う
。
お
よ
そ
科
學
上
の
用
語
は
、
罷
系
的
目
的
の
如
何
に
よ
つ
て
腔
重
の
差
を
生
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
が
、
教
授
の
勝
系
で
は

―
つ
の
術
語
と
し
て
の
自
覺
的
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
ゐ
る
か
ど
う
か
さ
へ
多
少
の
疑
問
を
，
残
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
『
寝
展
」
の
日
本
謁
お
よ
び
英
吉
利
諜
に
お
け

る
そ
の
用
語
の
繹
し
方
の
、
そ
れ
ぞ
れ
必
す
し
も
統
一
を
示
さ
な
い
事
賓
と
も
照
應
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
宵
も
ま
た
配
分

概
念
が
純
粋
理
論
の
閤
系
に
お
い
て
結
合
概
念
と
並
ぶ
べ
き
軍
さ
を
到
底
も
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
自
然
に
語
る
も
の
で
あ
ら

＊
 

う
。

わ
れ
わ
れ
は
間
も
な
く
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
に
お
け
る
配
分
理
論
の
あ
り
方
を
、
そ
の

i

者
作
の
最
も
適
嘗
と
お
も
は
れ
る
場
所

に
つ
い
て
見
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
ま
へ
に
結
合
概
念
を
中
心
と
し
て
「
生
奔
係
敷
」
の
説
明
に
入
る
と
こ
ろ
を
一
應
迎
過
し
、
殊

に
財
の
諧
陪
理
論
を
一
通
り
見
て
お
き
た
い
と
お
も
ふ
。

敢
授
は
前
節
に
引
用
し
た
部
分
に
す
ぐ
つ
ゞ
け
て
い
ふ
、
ー
|

i
ェ
か
し
な
が
ら
現
村
の
欲
望
と
現
仔
の
手
段
と
に
か
へ
り
み
て
行

は
れ
る
経
憐
的
結
合
と
、
方
法
の
理
念
を
基
礎
と
し
て
行
は
れ
る
技
術
的
結
合
と
は
同
一
に
蝕
す
る
も
の
で
は
な
い
。
『
経
惰
的
論

理
が
技
術
的
論
理
に
勝
つ
の
で
あ
る
。
』
事
賓
上
、
鋼
鐵
の
索
條
で
は
な
し
に
傷
き
や
す
い
索
綱
を
、
展
吐
會
に
出
品
さ
れ
る
や
う

な
品
種
で
は
な
し
に
鋏
黙
の
多
い
役
畜
を
、
完
全
な
様
械
で
は
な
し
に
原
始
的
な
手
エ
努
働
を
、
わ
れ
わ
れ
の
周
圏
に
見
い
だ
す

の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
こ
＼
で
も
問
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
『
方
法
の
狸
念
』
を
基
礎
と
す
る
技
術
と
は
そ

も
そ
も
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
技
術
は
経
惰
か
ら
一
定
の
目
的
を
諜
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
れ
に
そ
の
方

行

総

理

論

の

問

題

＊配分概念が理論的なものとして確立されずに，事賓J:の用語として文猷史J:にあら

はれて来た前後の事悔は他の機會に述べたo最近の欧米における配分概念の新たな

る碓立については拙稿『計讃純滑と枇界観の問題』参照o邦評書における不統一は

却て諜者の深限に基くものかもしれぬo 後段を参照せょ。
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ク
か
ら
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

一
定
度
の
強
さ
と
一
定
度
の
持
久
力
と
が
そ
の
課
題
で
あ
つ
て
、
無
限

定
の
強
さ
と
無
限
定
の
持
久
力
が
課
題
な
の
で
は
な
い
。
「
方
法
の
理
念
』
は
無
限
定
な
も
の
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
丈

夫
な
針
金
で
は
な
し
に
傷
つ
き
や
す
い
細
紐
が
用
ゐ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
賓
は
、
後
者
が
す
で
に
一
定
の
目
的
を
逹
す
る
に
足
る
こ
と

シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
敦
授
に
お
け
る
経
惰
と
技
術
の
論
理
が
決
し
て
明
晰
を
誇
り
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
先
に
も
指
摘
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
に
と
ゞ
ま
る
こ
と
を
し
ま
い
。
い
は
ゞ
経
惰
技
術
的
な
『
結
合
』
の
概
念
は
、
純

粋
理
論
の
構
想
の
基
礎
た
る
『
生
産
係
数
」
の
基
本
な
の
で
あ
つ
て
、
『
生
産
係
数
」

(Prorluktionskoeffizientc11,
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 

は
生
産
物
一
箪
位
に
お
け
る
諸
生
査
財
の
最
的
闊
係
を
表
現
す
る
。
各
種
の
生
査
財
は
あ
る
程
度
ま
で
相
互
に
代

用
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
量
的
闘
係
の
み
な
ら
す
、
代
用
闘
係
を
も
左
右
す
る
も
の
は
、
親
惰
技
術
的
合
理
性
で
あ
る
と
い

は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
結
合
の
結
果
が
生
産
物
で
あ
る
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
結
合
さ
れ
る
生
南
財
と
は
、
普
通
に
生
査

の
要
素
と
稲
せ
ら
れ
る
土
地
と
房
働
で
あ
り
、
さ
ら
に
表
本
の
範
喝
に
凰
す
べ
き
種
々
の
生
究
財
で
あ
る
。

経
惰
の
客
罷
と
し
て
の
財
貨
の
理
論
は
、
純
粋
理
論
で
は
す
で
に
一
種
の
陥
層
理
論
を
形
成
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

一
定
角
度
か
ら
す
る
財
貨
の
順
位
の
圏
式
が
い
か
に
説
か
れ
て
ゐ
る
か
は
、
こ
＼
に
紹
述
の
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
と
お
も
は
れ
る

ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゴ
ー
ッ
セ
ン
に
お
い
て
最
初
の
茄
芽
を
見
、
カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
ボ
ェ
ー
ム
・
バ
ヴ
ェ
ル

財
貨
の
順
列
は
最
終
の
消
費
行
為
か
ら
の
距
離
に
應
じ
て
幾
段
に
も
分
類
さ
れ
、
低
順
位
の
階
陪
に
あ
る
諸
財
の
生
産
は
一
般
に

高
順
位
に
あ
る
諸
財
の
「
結
合
』
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
圏
式
は
あ
ら
ゆ
る
生
布
の
階
陪
に
あ
ら
は
れ
ざ
る
を
え

coefficients) 

を
語
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

法
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、
索
條
の
使
用
に
お
い
て
は
、

1
0六
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1
0七

な
い
一
種
の
生
産
財
す
な
は
ち
努
働
を
も
つ
て
最
高
位
の
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
生
産
全
謄
の
過
程
は

各
階
肝
に
お
け
る
「
結
合
』
を
重
ね
つ

4
、
次
第
に
最
終
消
費
財
に
熟
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
順
位

を
下
か
ら
上
へ
眺
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
財
は
次
第
に
『
無
定
形
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
入
に
教
授
の
い
は
ゆ
る
財
の
無
定
形
と
は

物
理
的
な
意
味
で
は
な
く
て
、
純
粋
に
経
惰
的
な
意
味
、
す
な
は
ち
用
途
未
決
定
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
練
じ
て
経
惰
財
に
し
て

、
、

用
筵
の
観
念
と
む
す
び
つ
か
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
財
貨
の
階
肝
理
論
に
お
い
て
は
一
般
に
低
位
の
も
の
ほ
ど
用
森
は

、、

固
定
的
で
あ
り
、
ま
た
一
般
に
不
可
分
財
の
形
態
を
と
っ
た
も
の
は
、
生
産
上
の
器
具
・
機
械
で
あ
つ
て
も
、
用
途
は
固
定
的
で
あ

、

、

*

り
、
高
次
の
財
は
上
位
に
登
る
に
し
た
が
つ
て
用
途
多
様
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
に
よ

る
洗
練
さ
れ
た
叙
述
の
一
節
を
引
用
す
る
の
は
、
後
段
で
示
す
ご
と
く
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
目
的
と
も
結
ぶ
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

教
授
は
か
う
い
つ
て
ゐ
る
、
'
’
ー
ー
「
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
順
位
を
下
か
ら
上
へ
眺
め
て
ゆ
く

に
従
つ
て
財
は
盆
々
無
定
形
に
な
る
と
い
ふ
認
識
で
あ
る
。
す
な
は
ち
一
般
に
財
は
盆
々
特
定
の
用
途
に
指
定
さ
れ
た
り
他
の
用
途

か
ら
排
除
さ
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
特
殊
の
形
態
を
失
ひ
、
特
定
の
性
質
を
失
ふ
と
い
ふ
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
財
の
泄
界
に
お
い
て

わ
れ
わ
れ
の
眺
め
る
順
位
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
そ
れ
ら
は
特
殊
性
を
失
ひ
特
定
目
的
へ
の
放
能
を
失
ふ
に
至
る
が
、
そ
の
代
り
に

そ
の
使
用
可
能
性
は
よ
り
廣
く
な
り
そ
の
意
義
は
よ
り
一
般
的
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
遭
遇
す
る
財
の
種
類
の
萬
別
は
徐
々
少
く
な

り
各
個
の
範
略
は
益
々
包
括
的
に
な
る
。
そ
れ
は
恰
も
わ
れ
わ
れ
が
論
理
的
概
念
の
謄
系
を
登
つ
て
ゆ
く
に
従
つ
て
敷
に
お
い
て
は

盆
々
少
く
、
そ
の
内
包
に
お
い
て
も
盆
々
少
く
し
て
、
し
か
も
そ
の
外
延
に
お
い
て
は
盆
々
豊
富
な
る
概
念
に
到
逹
す
る
の
と
同
様

で
あ
る
。
…
…
い
ま
あ
る
諸
財
が
全
部
的
に
か
部
分
的
に
か
同
種
の
生
産
手
段
の
結
合
で
あ
る
と
き
は
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
生
産

行

為

理

論

の

問

題

＊用途概念ほ曾て分祈されなかつたものの一つである。しかしこの概念ほ選揮概念と

ともに，抽象度を一段引下げうるものであり，それによつて生活経清と生査斑清に

おける「用途Jの一般的な意味内容の相異が明かにされなければならぬo
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う
か
？

＊
 

に
お
い
て
緒
縁
的
な
り
と
い
ふ
。
ゆ
ゑ
に
財
の
生
産
に
お
け
る
結
縁
闘
係
は
そ
の
順
位
と
共
に
高
ま
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
」
と
。

こ
の
美
し
い
叙
述
は
わ
れ
わ
れ
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
恩
は
せ
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。
論
理
的
概
念
の
閥
系
と
そ
の
構
造
を
均
し
く
す

る
と
こ
ろ
の
経
惰
客
開
の
階
腎
的
な
圏
式
は
、
生
産
に
お
け
る
『
結
合
』
の
部
位
を
契
横
と
し
て
階
犀
り
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、

各
種
の
財
の
階
屑
的
部
位
を
決
定
す
る
も
の
は
第
一
に
は
財
そ
の
も
の
に
固
有
の
諸
性
質
で
あ
り
、
第
二
に
は
こ
れ
を
用
ゐ
る
者
の

、

、

、

、

側
に
お
け
る
用
述
の
選
定
で
あ
る
。
同
種
の
財
も
使
用
者
に
お
け
る
用
途
選
定
の
如
何
に
よ
つ
て
高
次
叶
と
も
な
り
最
低
次
の
財
と

も
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
か
＼
る
論
理
的
閤
系
に
渦
足
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
骰
系
に
数
量
の
論
理
を
導
入
ず
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ら

あ
ら
ゆ
る
階
肝
の
『
結
合
』
に
必
妻
な
も
の
は
生
産
財
と
し
て
の
努
働
力
で
あ
る
と
し
て
、
ま
づ
少
敷
の
種
類
に
か
ぎ
ら

れ
た
無
定
形
の
財
が
、
『
結
合
』
を
通
過
す
る
ご
と
に
一
陪
定
形
的
と
な
り
、
階
層
を
降
り
つ
＼
愈
と
特
殊
的
と
な
り
、
し
か
も
全
膀

と
し
て
種
類
を
培
加
し
て
ゆ
く
も
の
と
想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
こ
の
闘
係
を
祉
會
的
穂
生
査
の
論
理
的
梢

造
に
求
め
る
な
ら
ば
、
ま
づ
無
定
形
な
財
の
最
高
次
の
階
眉
が
考
へ
ら
れ
、
こ
の
階
屑
に
お
い
て
は
、
少
数
の
種
類
に
か
ぎ
ら
れ
た

財
の
、
各
定
塁
に
つ
い
て
の
基
本
的
た
用
注
選
搾
が
、
合
理
的
に
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
こ
に
用
迄
選
揮
の
合

、、

理
性
は
、
用
途
多
様
な
る
一
定
財
に
闊
し
て
財
そ
の
も
の
を
本
位
と
す
る
理
論
で
あ
り
、
こ
の
理
論
は
財
の
一
定
性
質
の
み
な
ら
す
、

そ
の
一
定
鼠
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
経
惰
の
論
理
を
そ
こ
に
語
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
財
の
階
陪
理
論
は

、、

財
の
用
途
配
分
論
の
一
側
面
で
あ
り
、
而
者
相
合
し
て
穂
壺
力
配
分
の
閥
系
を
形
づ
く
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。

‘

`

‘

、

、

、

さ
て
一
方
、
生
産
的
「
結
合
」
の
原
理
は
、
何
を
生
杢
す
る
か
を
決
定
す
る
原
理
で
は
な
く
、
い
か
ほ
ど
生
窟
す
る
か
を
決
定
す

る
原
理
で
も
な
い
。
こ
の
二
つ
の
根
本
問
題
を
決
定
す
る
も
の
は
生
活
経
憐
的
な
表
力
配
分
の
原
理
で
あ
る
。
生
南
的
「
結
合
』
の

1
0
八

＊前掲書， 33,34頁っ
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的
に
は
生
活
欲
望
の
需
要
閤
系
に
闘
聯
し
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
、

i
O
九

一
般
に
生
充
的
『
結
合
』
の
原
理
は
よ
り
高
次
の
生
杏
財

、
、
、
、
、

原
理
は
、
す
で
に
右
の
二
つ
の
根
本
問
題
が
決
定
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
目
的
を
い
か
に
し
て
逹
成
す
る
か
を
決
定
す
る
原
理
で

あ
る
。
も
と
よ
り
慎
車
な
言
ひ
方
を
す
れ
ば
、
さ
き
の
二
つ
の
根
本
問
題
の
決
定
は
生
産
的
『
結
合
』
の
間
題
の
決
定
と
相
互
依
仔

の
闊
係
に
お
か
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
迎
常
の
考
へ
方
に
し
た
が
つ
て
右
の
や
う
に
辿
べ
る
こ
と
は
事
物
の
理
解
を

救
け
る
で
あ
ら
う
。

『
結
合
」
の
原
理
は
い
か
に
し
て
生
究
す
る
か
を
決
定
す
る
原
理
で
あ
る
と
い
へ
ば
簡
箪
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
れ
は
ま
た
一

定
の
生
発
目
的
に
と
つ
て
何
と
何
と
が
必
要
で
あ
る
か
、
い
か
な
る
比
例
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
か
、
を
直
接
に
決
定
す
る
原
理
で

あ
る
。
こ
の
黙
は
軍
要
で
あ
る
。
生
怪
的
□
結
合
』
の
原
理
は
、
親
惰
か
ら
あ
た
へ
ら
れ
た
一
定
の
課
題
を
解
決
す
る
任
務
に
よ
つ
て
自

己
を
限
定
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
作
川
は
種
々
な
る
生
在
財
の
必
要
量
を
直
接
に
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て

そ
の
意
味
に
お
い
て
衷
力
配
分
の
決
定
原
理
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
問
題
は
宵
に
『
配
分
』
と
い
ふ
こ

と
の
慈
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
の
「
配
分
」
は
一
定
生
究
に
お
け
る
『
結
合
」
の
決
定
に
も
と
づ
く
の
で
あ
り
、
生
南

的
『
結
合
』
は
―
つ
の
日
的
物
の
獲
得
の
た
め
の
手
段
の
結
合
な
の
で
あ
る
か
ら
、
手
段
選
携
と
し
て
の
壺
力
配
分
す
な
は
ち
各
種

の
生
究
財
へ
の
需
要
構
成
の
な
か
に
は
、
生
活
純
憚
的
な
欲
望
の
閤
系
的
反
映
と
い
ふ
も
の
は
少
し
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

生
活
経
清
の
欲
望
閻
系
は
、
敢
終
消
牡
財
の
種
類
と
数
量
と
を
総
罷
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
結
局
あ
ら
ゆ
る
階
肝
的
な

生
席
的
「
結
合
』
の
仔
在
を
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
し
た
が
つ
て
一
般
に
「
結
合
』
に
お
け
る
各
種
生
杏
財
の
需
要
は
、
間
接

の
需
要
を
構
成
す
る
原
理
で
あ
る
と
は
い
へ
、
現
宵
の
固
民
的
な
究
業
骰
系
の
比
例
的
な
分
岐
現
象
の
全
閤
は
右
に
い
ふ
生
応
庄
技
術

＊
 

的
『
結
合
』
と
生
活
経
料
的
『
配
分
』
と
の
二
つ
の
原
理
の
複
合
罷
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

行

為

理

論

の

問

題

＊拙著『経清本買論』第三章はこの問題の性質を明かにしようとした最初のもので

ある o
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生
産
的
『
結
合
』
の
原
理
に
よ
る
需
要
構
成
は
技
術
的
必
要
の
勝
系
を
反
映
す
る
け
れ
ど
も
、
祉
會
が
そ
の
『
結
合
』
の
結
果
た

る
生
産
物
の
幾
箪
位
を
必
要
と
す
る
か
と
い
ふ
問
題
に
闘
し
て
は
、
全
く
能
動
的
な
決
定
に
輿
ら
な
い
の
で
あ
る
。

概

念

規

定

な

き

『

配

分

』

一
定
の
「
結
合
』

が
経
惰
技
術
的
に
決
定
す
る
諸
生
産
財
の
必
要
蓋
な
る
も
の
は
、
た
ゞ
そ
の
比
例
性
を
あ
た
へ
う
る
に
と
ゞ
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
社

會
的
な
練
必
要
量
に
つ
い
て
は
何
事
を
も
語
り
え
な
い
。
こ
4

で
も
し
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
『
祉
會
的
必
要
努
働
時
間
』
と
い
ふ
範

端
が
二
重
性
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
は
ち
―
つ
は
商
品
一
箪
位
を
本
位
と
す
る
技
術
的
た
そ
れ
、
他
の
―
つ
は
一
定
商
品
の

供
給
穂
量
（
ま
た
は
全
く
お
な
じ
こ
と
だ
が
一
定
生
産
部
門
の
規
模
）
を
本
位
と
す
る
経
憐
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
憶
ひ
だ
す

た
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
い
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
結
合
原
理
が
こ
の
二
つ
の
範
嘘
の
第
一
に
隔
し
、
第
二
を
包
括
し
う

＊
 

る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
も
う
―
つ
の
叙
述
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
が
続
惰
主
骰
と
そ
の
行
為
の
一
般
闘

係
を
次
ぎ
の
や
う
に
論
す
る
と
き
、
ー
_
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
第
三
節
で
要
約
し
た
も
の
よ
り
逝
に
詳
細
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど
う

0

0

 

い
は
く
、
『
わ
れ
わ
れ
は
経
憚
主
罷
が
現
存
の
各
種
の
使
用
可
能
性
の
選
掃
に
つ
い
て
な
ほ
十
分
に

明
か
で
な
い
と
い
ふ
朕
態
か
ら
出
裔
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
か
れ
は
そ
の
生
南
手
段
を
か
れ
の
最
も
惹
迫
な
る
欲
望
を

充
足
し
う
る
財
の
生
産
に
用
ひ
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
次
々
に
よ
り
急
迫
た
ら
ざ
る
欲
望
刺
戟
の
た
め
の
生
産
に
移
つ
て
ゆ
く
の

0

0

 

で
あ
る
。
こ
の
際
そ
の
各
一
歩
一
歩
に
お
い
て
か
れ
は
そ
の
時
々
に
選
繹
さ
れ
た
欲
望
の
た
め
に
生
芹
財
を
使
用
す
る
結
果
と
し
て

他
の
い
か
な
る
欲
望
が
斯
念
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
な
い
か
を
注
意
し
た
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
つ
て
各
一
歩
一
歩
は
そ
れ
ぞ
れ
一
の

理
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
？

―1
0
 

＊拙著『配分理論』（経清學全集第六巻所輯）参照o シュムペータ—における『新結

合』の概念を吟味する場合，この考察の角度は改めて重要な意味をもつであらう o
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行

為

理

論

の

問

題

と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

選
揮
を
、
ま
た
必
要
に
應
じ
て
は
一
の
晰
念
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
：
•
•
•
こ
の
選
樗
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
生
産
手
段
も
ま
た
何

等
の
一
定
の
債
値
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
』
と
。

こ
＼
に
経
惰
‘
王
罷
と
は
、
交
換
な
き
絆
消
に
お
い
て
自
己
の
欲
竿
罷
系
の
た
め
に
線
生
産
を
計
鵞
す
る
も
の
を
想
定
し
て
ゐ
る
も

の
の
や
う
に
見
え
、
で
た
い
と
す
れ
ば
誡
者
の
側
で
は
貨
幣
綜
惰
に
お
け
る
家
計
の
欲
望
閤
系
と
そ
の
睛
買
力
配
分
を
想
像
し
な
が

ら
推
理
を
跡
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
の
や
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
右
の
や
う
な
叙
述
で
は
特
定
の
生
究
を
任
務
と
す
る
生
南
紐

螢
閤
（
澄
利
的
た
る
と
否
と
を
問
は
す
）

の
生
発
計
饗
を
想
定
し
て
ゐ
る
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
は
何
と
な
く
困
難
の
や
う
に
感
じ

0

0

 

ら
れ
る
。
企
業
内
部
に
お
け
る
生
杏
行
為
の
基
本
形
式
は
、
こ
れ
も
ま
た
配
分
と
解
す
べ
き
か
い
な
か
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ム
ペ
ー

タ
ー
の
著
作
は
然
り
と
答
へ
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
り
、
ま
た
然
ら
す
と
い
ふ
も
の
の
ご
と
く
で
も
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
す
で
に

第
四
節
で
一
言
し
た
。
数
投
に
お
け
る
『
親
惰
‘
主
睦
」
と
い
ふ
用
語
は
、
つ
ね
に
一
見
し
て
線
括
的
で
あ
り
な
が
ら
、
或
る
時
の
叙
述

は
孤
立
の
生
活
経
惰
を
、
他
の
時
の
そ
れ
は
箇
々
の
生
産
経
螢
を
意
中
に
お
き
、
あ
ら
ゆ
る
経
惰
‘
主
閥
に
共
通
の
合
理
原
則
と
、
互

に
窟
別
さ
る
べ
き
原
理
的
範
略
と
を
酎
比
す
る
こ
と
を
敢
て
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
4

に
純
粋
理
論
固
布
の
普
追
化
的
方
法
が
あ
る

し
か
も
右
の
推
理
に
次
ぎ
の
や
う
な
一
節
が
つ
ゞ
く
の
を
見
れ
ば
、

い
よ
い
よ
生
活
経
憐
に
お
け
る
欲
望
閥
系
を
直
接
の
基
礎
と

す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
も
つ
て
生
産
経
螢
罷
に
お
け
る
生
南
行
為
の
形
式
を
誂
く
も
の
と
考
ふ
べ
き
で

な
い
と
い
ふ
解
繹
は
さ
ら
に
強
ま
る
の
で
あ
る
。
ー
|
い
は
く
、
『
一
の
欲
望
は
こ
れ
よ
り
も
強
度
の
他
の
欲
望
が
高
た
さ
れ
た
為
に

始
め
て
滴
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
の
根
本
的
な
條
件
は
遂
に
は
次
の
ご
と
き
結
果
に
導
く
、
す
な
は
ち
す
べ
て
の
財
は
、
各

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

0

0
 

個
の
財
の
あ
ら
ゆ
る
用
迩
に
お
け
る
限
界
利
用
が
同
じ
高
さ
に
な
る
や
う
に
、
各
種
の
可
能
な
用
途
の
間
に
配
分
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
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0

0

 

ぬ
と
い
ふ
こ
と
之
で
あ
る
。
か
＼
る
場
合
に
は
そ
の
経
惰
主
閥
は
こ
の
配
分
の
中
に
、
輿
へ
ら
れ
た
る
條
件
の
下
に
お
い
て
か
れ
の

立
場
か
ら
は
可
能
な
る
最
善
の
排
列
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
か
れ
が
さ
う
行
動
す
る
な
ら
ば
か
れ
は
こ
の
條
件
を
か
れ
の

0

0

 

知
る
と
こ
ろ
に
應
じ
最
も
善
く
利
用
し
た
と
み
づ
か
ら
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
は
か
れ
の
諧
財
の
か
＼
る
配
分
に
努
め
る
べ
く
、

、
、
、
、

ま
た
あ
ら
ゆ
る
既
遂
、
未
遂
の
経
惰
計
書
を
そ
れ
が
見
い
だ
さ
れ
る
ま
で
愛
化
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。
経
駒
の
援
け
を
か
り
る
こ
と

0

0

 

が
出
来
な
い
場
合
に
は
、
か
れ
は
暗
中
模
索
に
よ
つ
て
一
歩
一
歩
か
＼
る
配
分
へ
の
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
行
の
親
惰

期
間
か
ら
す
で
に
か
＼
る
経
験
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
に
は
か
れ
は
こ
の
同
一
の
道
を
進
む
こ
と
に
努
め
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し

て
こ
の
経
験
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
詣
條
件
が
髪
化
し
た
り
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
新
た
な
る
諸
條
件
の
厭
迫
に
譲
歩
し
て
か
れ

＊
 

の
行
動
お
よ
び
か
れ
の
評
憤
を
こ
れ
に
適
應
せ
し
め
る
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
一
節
は
一
言
に
し
て
い
へ
ば
限
界
利
用
均
等
~
則
を

述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
動
態
的
考
察
に
も
多
少
及
ん
だ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
＼
の
叙
述
の
特
徴
と
も
い
ふ
べ
き
は
、
『
配

分
』
と
い
ふ
用
語
が
最
も
頻
数
に
く
り
か
へ
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

 

し
か
る
に
右
の
叙
述
に
つ
ゞ
く
次
ぎ
の
一
節
は
選
揮
行
為
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
選
搾
と
配
分
と
の
一
般
闘
係
に
も
、
あ

る
程
度
ま
で
は
獨
れ
る
。
し
か
し
こ
＼
に
い
た
っ
て
注
意
す
べ
き
は
、
生
産
経
螢
閤
に
お
け
る
生
産
財
の
選
揮
問
題
を
今
に
し
て
明

白
に
説
き
は
じ
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
上
来
の
推
理
は
賓
は
悉
く
嘗
初
か
ら
生
産
間
題
に
妥
裳
す
る
と
い
ふ
意
圏
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
黙
で
あ
る
。

い
は
く
、
『
も
し
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
経
惰
主
閥
に
よ
つ
て
採
用
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
か
の
憤
値
指

0

0

 

0
 
0
 

数
を
齋
し
た
と
こ
ろ
の
個
々
の
『
選
掃
行
為
』
に
ま
で
遡
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
選
樗
行
為
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の

は
こ
の
終
局
的
な
憤
値
で
は
な
く
て
常
に
或
る
他
の
憤
値
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
見
い
だ
す
で
あ
ら
う
。
私
が
一
定
財
を
三
つ
の
使

0

0

 

用
可
能
性
の
上
に
配
分
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
私
が
そ
の
財
を
第
四
の
可
能
性
に
た
い
し
て
評
債
す
る
場
合
に
は
こ
の
最
初
の
三
つ

＊煎掲邦謁『殺腰』 54頁。卦燿翠ではこゞでは『配分』が『分配J)となつてゐるので，

他の場所との統一の必要＿じ改めた。邦膵者の意圏はむしろこれば『配分』ではな

いといふ解澤にもとづくかと思はれる。
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0

0

 

に
よ
つ
て
達
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
渦
足
朕
態
を
基
準
と
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
三
つ
の
使
用
可
能
性
間
の
配
分
に
封
し
て
は

0

0

 

0
 
0
 

決
定
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
こ
の
配
分
の
遂
行
に
よ
つ
て
始
め
て
存
在
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
配
分
に
到
し

て
決
定
的
な
も
の
は
そ
の
時
々
に
考
へ
ら
れ
た
使
用
可
能
性
の
各
々
に
お
い
て
｛
貰
現
せ
ら
る
べ
き
諸
々
の
債
伯
で
あ
る
。
結
局
に
お

、、

い
て
は
、
か
く
の
如
く
に
し
て
各
個
の
財
に
封
し
て
は
一
定
の
債
値
度
盛
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
用
途
に
お
け
る
そ
の
憤

＊
 

値
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
各
財
に
野
し
て
一
定
の
限
界
利
用
を
輿
へ
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
こ
＼
ま
で
は
問
題
は

な
い
が
、
し
か
し
こ
＼
で

i

者
者
は
最
終
消
費
財
か
ら
生
和
財
に
一
韓
し
て
い
ふ
、
「
生
南
手
段
に
劉
し
て
は
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た

や
う
に
そ
の
「
生
発
物
」
、

フ
ォ
ン
・
ウ
ィ
ー
ザ
ー
の
表
現
に
し
た
が
へ
ば
そ
の
「
生
南
的
貢
献
」
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
れ
る
。
た
ゞ
こ
れ

0
 
0
 
0
 
0
 

ら
の
債
値
度
盛
お
よ
び
こ
れ
ら
の
限
界
利
用
は
一
の
平
静
に
進
行
し
つ
＼
あ
る
綽
惰
過
程
の
結
果
乃
至
決
定
的
な
選
摺
行
為
の
結
果

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
な
ほ
選
探
す
べ
き
餘
地
が
存
す
る
場
合
に
は
常
に
他
の
異
な
る
債
値
の
大
い
さ
が
考
慮
に
の
ぼ
る

＊
＊
 

の
で
あ
る
」
と
。

0

0

 

こ
＼
に
選
搾
と
い
ふ
概
念
が
―
つ
の
指
導
性
を
帯
び
て
き
て
ゐ
る
こ
と
こ
そ
新
た
に
注
意
に
値
す
る
勁
で
あ
る
が
、
こ
の
間
四
は

0

0

ヽ
ヽ

そ
も
そ
も
『
一
定
財
を
三
つ
の
使
用
可
能
性
の
上
に
配
分
す
る
』
と
は
、
そ
の
財
が
用
途
の
多
様
で
あ
る
こ
と
を
語
る
。
し
か
る

、、

に
、
こ
＼
に
屈
と
用
ゐ
ら
れ
る
用
追
と
い
ふ
言
莱
の
意
味
は
、

で
あ
ら
う
。

一
財
が
生
活
経
済
に
お
け
る
―
つ
の
欲
望
を
直
接
に
充
た
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
財
を
本
位
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
一
用
途

、、

を
見
い
だ
す
と
い
ふ
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
用
途
の
概
念
は
き
は
め
て
廣
い
の
で
あ
っ
て
、
生
活
欲
望
の
直
接
的
な
必
要
の
み
な

、、

ら
す
、
生
沌
技
術
上
の
あ
ら
ゆ
る
必
要
を
充
た
す
場
合
に
も
ま
た
、
全
く
同
様
に
財
の
用
途
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

行

為

理

論

の

問

題

最
後
に
ま
は
す
。

~ 

一
財
の
使
用
方
向
ま
た
は
使
用
目
的
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
た
い

＊前掲書， 55頁。

＊＊同， 55,56頁o
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の
論
理
的
闘
係
は
あ
た
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

は
し
ば
ら
く
そ
れ
で
よ
い
。
こ
＼
に
問
題
と
な
る
の
は
、
生
産
的
『
結
合
』
の
諜
題
に
お
い
て
、
『
一
定
財
を
三
つ
の
使
用
可
能
性

0

0

 

の
う
へ
に
配
分
ず
る
』
と
い
ふ
や
う
た
、
配
分
形
式
を
基
礎
と
す
る
行
為
が
、
『
結
合
」
と
同
時
に
存
在
し
う
る
か
と
い
ふ
一
事
で
あ

、、

る
。
そ
れ
は
生
産
者
が
そ
の
出
径
黙
に
お
い
て
用
途
多
様
な
る
一
定
財
を
所
持
し
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も

『
結
合
』
の
原
理
の
本
質
は
こ
れ
に
反
し
て
か
4

る
前
提
の
う
へ
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

0

0

 

0
 
0
 

わ
れ
わ
れ
は
絆
惰
‘
王
骰
に
お
け
る
行
為
の
基
本
形
式
が
一
面
か
ら
は
結
合
と
し
て
説
か
れ
、
他
面
か
ら
は
配
分
と
し
て
説
か
れ
て

ゐ
る
こ
と
に
、
い
つ
も
必
す
し
も
賞
惑
を
感
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
ゞ
し
か
し
、
こ
れ
が
一
般
に
『
経
惰
主
閤
」
と
い
ふ
う
ち
に

も
、
特
に
今
日
の
生
産
経
螢
開
を
主
題
と
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
や
う
な
『
経
清
主
閤
』
に
お
け
る
行
為
の
基
本
形
式
に
つ
い
て
も
、

る
の
で
あ
る
。

右
に
い
ふ
雨
範
圏
の
併
存
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
態
に
賞
惑
を
催
す
の
で
あ
る
。
—
|
＇
い
な
、
こ
れ
ら
二
つ
の

範
疇
の
論
理
的
な
闘
係
が
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
純
粋
理
論
に
よ
つ
て
究
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
態
が
わ
れ
わ
れ
を
く
る
し
め

0

0

 

い
ま
、
生
産
経
螢
骰
に
お
け
る
行
為
の
基
本
形
式
に
も
配
分
の
範
痔
あ
り
と
断
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
一
言
し
た

ご
と
く
、
種
々
な
る
生
南
財
の
購
入
と
構
成
の
た
め
の
衰
金
配
分
に
想
到
す
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
資
金
配
分
を
窮
極

的
に
規
定
す
る
も
の
こ
そ
』
＂
生
産
係
敷
」
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
か
く
す
れ
ば
『
緒
合
」
と
「
配
分
』
と
の
一
應

、、

し
か
る
に
右
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
登
生
す
る
問
題
は
、
経
惰
行
為
と
し
て
の
配
分
形
式
に
お
け
る
合
理
性
の
意
味
如
何
と
い

ふ
問
題
で
あ
り
、
こ
＼
に
わ
れ
わ
れ
は
基
本
形
式
に
お
い
て
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
合
理
性
の
意
味
内
容
に
お
い
て
異
な
る
も
の
を

、、

甑
別
す
べ
き
課
題
を
改
め
て
荷
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
純
粋
理
論
に
お
い
て
は
意
味
の
寓
別
な
く
最
高
度
の
普
遍
化

ヽ
ヽ
．

に
到
逹
し
て
ゐ
た
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
は
一
段
具
謄
的
な
意
味
の
泄
界
に
低
く
引
き
お
ろ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
こ

―
―
四
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五

こ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
こ
4

で
配
分
形
式
に
お
け
る
生
活
経
惰
的
合
理
性
と
経
蒋
技
術
的
合
理
性
と
が
い
か
に
そ
の
本
質

、
、
、
、

を
異
に
す
る
か
に
つ
い
て
何
事
も
論
じ
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
雨
者
の
意
味
闘
聯
の
問
題
に
つ
い
て
も
縞
れ
る
つ
も
り
は
な
い
。

ま
た
、
そ
れ
が
ゴ
ッ
ト
ル
の
恩
想
に
相
通
じ
る
べ
き
論
理
的
過
程
に
闘
し
て
も
説
明
は
あ
た
へ
な
い
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
ら
は
他
の

＊
 

機
會
に
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

お
も
ふ
に
純
粋
理
論
が
そ
の
特
有
の
競
系
的
目
的
に
し
た
が
つ
て
純
憫
‘
主
閥
の
個
別
的
範
略
を
抽
象
し
、
網
惰
行
為
の
語
~
応
に

つ
い
て
は
こ
れ
を
―
つ
の
形
式
に
還
元
し
た
過
程
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
理
論
的
純
化
の
過
程
と
し
て
み
る
と
き
、
ま
さ
に
敏
埒
嗅
に

値
す
る
操
作
で
あ
る
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
経
齊
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
が
窮
極
的
に
還
元
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
も
の

0

0

0

0

 

は
、
配
分
で
も
結
合
で
も
な
く
て
質
に
『
選
揮
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
す
で
に
引
用
さ
れ
た
各
虚
に
見
え
、
殊
に
木
節

i

の
引

わ
れ
わ
れ
は
純
粋
理
論
に
お
け
る
紐
憐
行
為
の
範
唸
を
求
め
て
』
し
結
合
』
お
よ
び
『
配
分
」
の
二
つ
を
得
た
の
で
あ
る
が
、

も
最
後
に
『
選
搾
』
と
い
ふ
概
念
に
出
凸
り
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
。

~
 

し
カ

し
か
し
こ
の
問
題
に
入
る
に
先
立
ち
、
わ
が
國
に
お
け
る
純
粋
理
論
の
現
朕
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
経
滸
行
為
論
が
ど
の
や
う
に
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
か
へ
り
み
る
の
は
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
最
も
よ
く
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授

の
學
風
を
承
け
て
ゐ
る
わ
が
中
山
博
士
の
二
つ
の
基
礎
的
な
特
作
を
と
り
あ
げ
る
に
如
く
は
な
い
。
す
な
は
ち
『
純
粋
続
滸
學
』

（
昭
利
八
年
）
と
二
し
続
滸
學
一
般
岬
諭
』
（
昭
和
十
四
年
ー
ー
）
で
あ
る
。

行

鯰

理

論

の

問

題

個
別
消
費
に
お
け
る
配
分
原
理

用
に
著
し
い
も
の
で
あ
る
。

＊拙著『経清本質論』第三章，拙稿『技術原理と生活原理』その他o
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べ
き
か
否
か
？

議
と
お
も
ふ
べ
き
か
も
し
れ
ぬ
。

べ
き
も
の
を
虞
理
ず
る
か
は
り
に
跳
び
越
え
て
、

一
般
化
を
危
い
だ
も
の
で
あ
り
、
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
『
経
惰
主
閤
』
ま
た

す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
の
主
著
の
冒
章
か
ら
非
常
に
多
く
の
引
用
を
敢
て
し
た
の
で
、
引
用
の
過
多
は
一
っ

の
不
手
際
と
し
て
難
じ
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
が
た
い
ほ
ど
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
い
ま
す
こ
し
原
文
の
引
用
を
減
じ
て
讀
者
の
負
換
を

軒
減
し
、
し
か
も
十
分
に
目
的
を
逹
し
う
る
や
う
な
構
成
も
あ
り
う
る
の
で
あ
ら
う
が
、
つ
び
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
目
的
は
、
今
日
ま
で
の
純
粋
烈
論
に
お
け
る
行
為
理
論
の
在
り
方
を
、
ま
づ
も
つ
て
有
り
の
ま
＼
の
朕
態
で
讀
者
に
示
す
に

あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
上
来
多
く
の
引
用
が
全
閥
と
し
て
残
す
と
こ
ろ
の
印
象
は
、
要
す
る
に
絆
惰
行
為
の
問
題
で
は
、
純
粋
理
論

は
十
分
に
包
括
的
な
理
論
的
意
識
を
も
た
な
い
と
い
ふ
に
飩
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
純
粋
理
論
は
そ
の
罷
系
的
目
的

に
照
ら
し
て
必
要
な
範
園
の
行
為
理
論
は
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
抗
辮
も
あ
り
う
る
で
あ
ら
う
。
し
か
も
な
ほ
わ
れ
わ
れ
は
お
も
ふ
、

純
粋
理
論
に
お
け
る
絆
清
行
為
誨
の
到
逹
黙
な
る
も
の
は
、
純
化
ま
た
は
普
遍
化
の
憤
重
な
採
作
を
全
幅
的
に
徐
々
に
通
過
し
た
と

こ
ろ
の
―
つ
の
成
果
で
あ
る
と
は
考
へ
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
。
い
は
ゞ
そ
れ
は
間
題
の
あ
る
と
こ
ろ
に
問
題
を
認
め
す
、
慮
理
す

は
『
個
別
経
惰
』
と
栂
す
る
高
度
の
抽
象
物
に
到
逹
し
た
の
で
あ
る
。
「
理
論
は
経
僻
主
閤
が
一
定
の
條
件
に
た
い
し
て
ど
の
や
う

に
反
應
す
る
か
と
い
ふ
様
式
を
記
述
し
且
つ
こ
の
様
式
が
一
穀
的
に
決
さ
れ
る
こ
と
を
證
明
す
る
』
と
い
ふ
鋭
い
言
葉
が
そ
の
態
度

を
語
つ
て
ゐ
る
。
も
は
や
そ
の
場
合
、
『
経
惰
＇
王
罷
』
が
家
計
で
あ
る
か
、
企
業
で
あ
る
か
、
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
問
題
で
は
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
純
粋
理
論
が
経
惰
行
為
の
形
式
を
あ
る
程
度
ま
で
立
ち
入
っ
て
追
究
し
て
ゐ
た
今
日
ま
で
の
事
賓
を
却
て
不
恩

さ
て
、
し
か
ら
ば
わ
が
國
に
お
け
る
純
粋
理
論
も
、
こ
の
黙
に
お
い
て
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
を
一
歩
も
出
な
い
朕
態
に
あ
る
と
見
る

わ
が
中
山
博
士
の
『
純
粋
紐
惰
學
』
が
、
動
態
理
論
の
方
向
に
む
か
つ
て
、
す
で
に
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
を
超
え
ん

―
―
六
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―
―
七 一

は
消
費
で
あ

と
す
る
意
薗
に
よ
つ
て
、
學
界
の
耳
口
を
あ
つ
め
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
そ
の
特
系
的
基
礎
に
お
い
て
も
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ

r
に

お
け
る
恩
考
方
法
の
曖
味
さ
を
明
か
に
克
服
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
全
く
注
意
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
讀
者
に
し
て
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ

ー
の
『
寝
展
」
に
お
け
る
基
礎
的
叙
述
の
薄
明
的
初
相
を
去
つ
て
、
『
純
粋
経
惰
隊
』
に
移
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
基

礎
的
叙
述
の
簡
索
に
し
て
し
か
も
精
緻
な
印
象
に
、
ま
づ
爽
快
を
覺
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
最
も
驚
く
べ
き
髪
化

は
、
経
憐
‘
歪
瞑
と
そ
の
行
為
と
の
一
般
関
係
が
、
同
害
で
は
二
つ
の
側
面
か
ら
二
つ
の
異
な
る
範
応
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
宵
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
し
『
寝
展
』
に
お
け
る
叙
述
の
朦
朧
た
る
諸
印
象
に
散
々
悩
ま
さ
れ
、
根
本
か
ら
懐
疑
的
に
な
っ
た
頭

服
に
し
て
、
は
じ
め
て
『
純
粋
経
費
學
』
の
基
礎
的
叙
述
の
明
晰
さ
に
鷲
く
の
で
あ
っ
て
、
卒
然
と
し
て
同
害
を
緋
く
語
者
は
、
科

學
の
寝
逹
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
、

と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。

い
か
に
遅
々
と
し
て
、
し
か
も
確
賞
に
、
氷
河
の
ご
と
き
歩
み
を
遂
げ
て
ゐ
る
か
を
寝
見
す
る
こ

わ
れ
わ
れ
は
ず
で
に
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
か
ら
の
多
く
の
引
用
に
よ
つ
て

i

者
し
く
紙
幅
を
費
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
＼
に
原
ね
て
中

山
博
士
の
著
作
か
ら
の
若
十
引
用
を
ゆ
る
さ
れ
た
い
。
問
題
の
性
質
上
、
原
文
の
引
川
な
く
し
て
は
事
揺
裳
を
罪
に
明
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
獨
立
の
人
間
は
一
面
に
お
い
て
は
生
究
者
ま
た
は
生
荏
参
加
者
で
あ
り
、
他
面
に
お
い
て
は
消
費

者
で
あ
る
以
上
、
経
料
行
岱
は
一
般
に
附
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
個
人
の
経
滸
生
活
の
全
構
造
は
所
得
の
獲
得
と
所

得
の
消
費
配
分
と
の
雨
面
か
ら
成
り
、
か
れ
が
獨
立
の
生
究
者
で
あ
れ
ば
ま
た
別
に
獨
自
の
範
疇
に
脳
す
る
生
杢
活
動
が
あ
る
。
か

れ
が
生
産
参
加
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
所
持
ず
る
一
定
生
産
財
の
投
下
部
門
選
愕
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
の
黙
を
博
士
は

次
ぎ
の
や
う
に
い
つ
て
ゐ
る
。

I

『
財
を
中
心
と
す
る
個
々
の
経
料
主
閻
の
活
動
は
大
別
し
て
二
つ
に
分
れ
る
。

り
他
は
生
産
で
あ
る
。
事
｛
貰
消
費
せ
ら
れ
る
も
の
は
生
産
に
依
つ
て
袖
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
意
味
に
於
て
各
主
罷
は
消
牲
者

行

総

理

論

の

問

悶
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、
、
、
、

で
あ
る
と
同
時
に
生
究
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
財
の
生
究
は
所
謂
生
査
計
聾
の
賓
行
と
い
ふ
意
味
に
於
て
必
す
し
も

、
、
、
、

各
経
惰
主
閥
の
仕
事
で
は
な
い
。
生
産
計
霊
の
宵
行
は
今
日
に
於
て
は
企
業
者
の
職
能
で
あ
っ
て
多
く
の
経
惰
主
閤
は
た
ゞ
こ
の
企

、
、
、
、

業
者
の
生
産
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
財
、
す
な
は
ち
生
窟
財
を
提
供
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
間
接
に
生
産
計
霊
の
質
行
に
参
加
し
つ
＼
あ

＊
 

る
に
す
ぎ
な
い
。
』
そ
こ
で
ま
づ
財
の
消
費
を
観
察
し
、
つ
ぎ
に
企
業
者
を
中
心
と
す
る
財
の
生
西
を
観
察
す
る
と
い
ふ
。

い
は
く
、
「
経
清
主
骰
が
そ
の
貨
幣
所
得
を
も
つ
て
賓
際
の
消
費
財
に
充
裳
す
る
場
合
に
、
そ
の
行
為
の
根
本
的
指
導
者
は
い
ふ

ま
で
も
な
く
欲
望
で
あ
る
』
と
。
そ
こ
で
利
用
逍
減
法
則
と
需
要
曲
線
が
説
か
れ
、
そ
し
て
次
の
や
う
に
説
き
す
＼
む
。
ー
|
I
『
さ

て
か
く
し
て
こ
の
経
惰
‘
王
罷
の
財
に
封
す
る
欲
望
が
典
へ
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
経
清
主
罷
が
こ
れ
啄
の
総
て
の
欲
望
を
充
足
す
る
所

0

0

 

得
を
有
せ
す
と
す
れ
ば
、
こ
の
主
罷
は
こ
の
所
得
を
如
何
に
各
財
の
獲
得
〔
購
入
〕
に
配
分
す
る
か
。
す
な
は
ち
綜
清
‘
主
罷
の
貨
蔽
E

所
得
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
殆
ど
無
限
と
も
い
ふ
べ
き
個
人
の
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
財
の
全
部
を
獲
得
す
る
に

足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
か
4

る
場
合
に
こ
の
個
人
は
こ
の
有
限
の
所
得
を
云
は
ゞ
無
限
な
る
べ
き
各
個
の
欲
望
充
足
の
間
に
如

0

0

 

0
 
0
 

何
に
配
分
す
る
か
。
こ
の
配
分
の
態
様
を
知
る
こ
と
が
財
の
消
費
を
中
心
と
す
る
個
人
の
経
惰
的
活
動
に
於
け
る
根
本
間
題
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

各
人
が
経
惰
的
に
最
大
の
慾
望
充
足
を
求
め
て
合
瑶
的
に
行
動
す
る
か
ぎ
り
、
換
言
す
れ
ば
人
が
所
閑
経
惰
の
本
則
に
従
っ
て
た
打
動

0

0

 

す
る
か
ぎ
り
、
賞
然
次
の
ご
と
き
朕
態
に
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
朕
態
と
は
、
個
人
が
そ
の
所
得
を
各
稲
の
用
注
に
配
分
し

＊
＊
 

の
限
界
利
用
が
均
等
な
る
朕
態
で
あ
る
。
」

た
る
後
に
、
そ
の
各
用
途
に
於
け
る
所
得
箪
位
（
或
は
貨
幣
箪
位
）

さ
ら
に
い
は
く
、
『
か
く
て
吾
々
は
個
人
の
消
費
を
中
心
と
し
て
、
従
つ
て
叉
財
に
野
す
る
需
要
を
中
心
と
し
て
観
察
し
つ
＼
こ

こ
に
限
界
利
用
均
等
の
法
則
に
到
逹
し
た
。
・
：
そ
れ
は
輿
へ
ら
れ
た
る
憤
格
に
於
て
は
常
に
消
費
に
於
け
る
一
定
の
均
衡
朕
能
宍

0

0

 

或
は
所
得
の
配
分
を
そ
れ
以
上
髪
動
せ
し
め
ざ
る
朕
態
の
存
在
す
る
こ
と
を
敦
へ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
於
て
憤
格
と
需

八

＊中山伊知部『純粋鰹清學』 30貞。

＊＊同， 37, 38頁o
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の

問

題

穂
生
産
に
お
け
る
配
分
原
理

―
―
九

要
量
と
の
相
闘
々
係
を
理
解
す
る
た
め
の
第
一
の
最
も
重
要
な
る
手
段
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
否
吾
々
は
更
に
進
ん
で
こ
こ
に

そ
の
應
用
の
一
端
を
示
し
た
と
こ
ろ
の
均
衡
の
原
理
が
同
時
に
経
渭
の
循
環
の
全
領
域
を
支
配
す
る
原
則
で
あ
る
こ
と
を
知
る
で
あ

＊
 

ら
う
。
』

0

0

 

以
上
の
引
用
に
よ
つ
て
わ
れ
わ
れ
が
知
る
の
は
、
『
純
粋
経
惰
學
」
で
は
限
界
利
用
均
等
法
則
の
叙
述
が
配
分
と
い
ふ
一
定
用
語

の
お
そ
ら
く
意
識
的
な
使
用
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
な
く
、
同
法
則
が
『
均
衡
の
原
理
』
で
あ
る
と
明
確
に
宜
言
さ
れ
、
し
か

も
そ
れ
が
『
経
憐
の
循
環
の
全
領
域
を
支
配
す
る
原
則
」
で
あ
る
と
い
ふ
豫
備
的
な
示
唆
ま
で
も
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
い
か
に
も
そ
れ
は
経
憤
行
腐
の
基
本
形
式
を
求
め
る
角
度
か
ら
の
把
握
で
は
な
い
に
せ
よ
、
純
梓
理
論
の
謄
系
に
と
つ
て
配

分
原
理
が
『
循
環
の
全
領
域
」
を
支
配
す
べ
き
原
理
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
c

理
論

的
思
惟
の
痰
端
に
お
け
る
こ
の
や
う
な
決
定
的
な
考
へ
方
は
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
に
お
い
て
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
風
々
一
定
の
理
論
的
な
成
果
よ
り
以
前
に
、
學
者
の
内
面
的
な
恩
惟
そ
の
も
の
に
お
け
る
力
勘
の
所
在
に
注
意
を
彿
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
い
ま
の
場
合
に
お
い
て
も
軍
要
な
こ
と
は
中
山
博
士
の
思
惟
に
お
け
る
力
獣
の
一

つ
が
こ

4

に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
や
う
た
恩
惟
の
力
獣
た
る

配
分
均
衡
の
原
理
が
、
生
産
経
渭
か
ら
園
別
さ
れ
た
意
味
で
の
消
費
繰
惰
の
側
面
に
お
い
て
、
そ
の
側
面
に
お
い
て
の
み
、
し
か
も

そ
の
側
面
に
固
有
の
範
疇
と
し
て
、
見
い
だ
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
賓
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
一
黙
に
闘
し
て
中
山

tf士
は

シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
に
お
け
る
曖
昧
を
全
く
脱
却
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

＊前掲書， 40,41頁o
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つ
ぎ
に
獨
立
の
生
究
者
す
な
は
ち
企
業
者
と
し
て
の
経
惰
行
為
の
形
式
の
問
題
で
あ
る
。
が
、
中
山
博
士
は
企
業
者
の
行
~
の
形

式
に
は
深
く
設
き
お
よ
ぶ
こ
と
な
し
に
、
た
ゞ
ち
に
生
産
財
の
『
結
合
』
を
論
じ
、
生
産
係
敷
に
お
よ
ぶ
。
そ
こ
に
は
「
配
分
』
の

問
題
を
見
す
、
主
と
し
て
「
生
産
費
の
構
造
」
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

要
の
法
則
を
、
他
方
か
ら
生
産
費
の
法
則
を
導
き
だ
ず
に
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
結
果
を
綜
合
し
て
、
そ
の
あ
び
だ
に
見
い
だ
さ
れ
る

一
般
的
結
果
を
考
察
す
る
に
あ
る
と
い
ふ
。
こ
の
仕
事
は
き
は
め
て
簡
明
に
、
需
要
と
供
給
と
の
均
衡
朕
態
と
し
て
、
需
要
・
供
給
雨

曲
線
の
交
黙
を
求
め
る
普
通
の
圏
解
に
よ
つ
て
あ
た
へ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
均
衡
債
格
は
『
個
々
の
消
費
者
に
封
し
て
は
そ
の
限
界

利
用
に
比
例
的
で
あ
り
、
企
業
者
に
尉
し
て
は
そ
の
生
産
費
に
相
等
し
い
の
で
あ
つ
て
、
債
格
と
限
界
利
用
と
の
、
又
憤
格
と
生
産

費
と
の
こ
の
開
係
に
於
て
は
経
惰
は
全
罷
と
し
て
何
等
の
愛
動
へ
の
傾
向
を
も
示
さ
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
ふ
。
こ
＼
に
均
衡
袖
誌
嘩

の
閤
系
に
と
つ
て
、
『
生
産
費
の
法
則
」
と
稲
せ
ら
れ
る
も
の
が
、
い
か
に
需
要
の
法
則
に
比
し
て
浙
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
か
、
別

言
す
れ
ば
「
生
産
費
の
法
則
』
と
い
ふ
言
葉
に
よ
つ
て
、
い
か
な
る
理
論
的
含
苗
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
か
は
詳
述
の
い
と
ま
は
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
消
費
の
秩
序
に
お
け
る
配
分
均
衡
の
原
理
が
『
絆
清
の
循
環
の
全
領
域
を
支
配
す
る
原
則
』
で
あ
る
こ
と
を
豫

告
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
て
ま
た
こ
＼
で
『
生
窄
費
の
法
則
」
が
「
経
惰
の
循
環
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
的
の
~
則
』

で
あ
る
こ
と
を
教
へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
雨
法
則
は
と
も
に
綜
惰
の
循
環
を
支
配
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
。
自
然
の
順
序
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
求
め
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
膀
系
構
成
上
に
お
け
る
こ
の
附
法
則
の
開
係

で
あ
ら
う
。

そ
も
そ
も
需
要
法
則
な
る
も
の
は
限
界
利
用
選
減
法
則
の
う
へ
に
立
つ
の
み
で
あ
っ
て
、
粕
需
要
の
均
衡
原
理
た
る
限
界
利
用
均

等
法
則
の
う
へ
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
こ
の
法
則
の
み
に
よ
つ
て
蛤
衡
の
理
論
を
求
め
よ
う
と
な
れ
ば
、
他
芥
～
か
ら

一
方
か
ら
需

=―1
0
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た
た
び
そ
の
罷
系
に
姿
を
あ
ら
は
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ら
う
か
？

さ
れ
て
ゐ
る
形
跡
は
な
い
。
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
は
、

生
産
費
の
法
則
を
導
き
だ
す
以
外
に
何
筈
の
構
成
方
法
も
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
生
在
費
の
法
則
も
ま
た
需
要
法
剥
の
場
合
に
お

け
る
と
均
し
く
、
そ
れ
自
腔
と
し
て
練
供
給
の
均
衡
原
理
た
る
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
こ
の
法
則
に
よ
つ
て

詢
衡
の
理
論
を
求
め
よ
う
と
な
れ
ば
、
他
方
か
ら
需
要
の
法
則
を
迎
へ
る
以
外
に
何
等
の
手
段
も
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
配

分
均
衡
の
原
理
が
経
惰
的
循
環
の
全
領
域
を
支
配
す
る
ゆ
ゑ
ん
を
最
初
に
聴
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
経
惰
均
衡
の

一
般
闊
係
が
一
應
詑
き
あ
か
さ
れ
て
ゐ
る
場
所
に
到
逹
し
て
み
る
と
、
憾
む
べ
し
、
そ
の
や
う
な
原
理
が
説
明
の
手
段
と
し
て
活
用

た
せ
る
と
い
ふ
―
つ
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

一
方
か
ら
は
需
要
の
法
則
、
他
方
か
ら
は
生
充
費
の
法
則
を
封
ひ
立

で
は
、
『
純
粋
経
演
學
』
に
お
け
る
配
分
概
念
は
、
個
別
紐
渭
の
消
費
秩
序
の
一
面
的
説
明
に
一
度
あ
ら
は
れ
た
き
り
で
、
以
後
ふ

0

0

 

も
し
配
分
と
い
ふ
用
語
が
軍
ね
て
同
書
に
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
や
う
な
場
所
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
ど
の
や
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
ら
う
か
？

0

0

 

わ
れ
わ
れ
が
重
ね
て
配
分
と
い
ふ
用
語
に
遭
遇
す
る
の
は
同
書
第
二
章
第
八
節
（
『
生
南
財
の
憤
格
と
し
て
の
所
得
の
成
立
』
）
、
第

九
節
（
『
賃
銀
及
び
地
代
』
）
、
第
三
章
第
三
節
（
『
人
口
の
愛
動
と
綜
惰
の
湖
應
』
）
哨
で
あ
る
。
第
二
章
第
八
節
は
い
は
ゆ
る
限
界

生
産
力
學
詑
の
基
礎
の
う
へ
に
所
得
成
立
の
理
論
が
述
べ
ら
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
配
分
概
念
は
外
な
ら
ぬ
限
界
生
産
力
均
等
法
則
の

叙
述
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
入
に
注
意
ず
べ
き
こ
と
は
、
限
界
生
究
力
均
筈
法
則
は
、
す
で
に
限
界
利
用
均
等
法
則
が
紐
惰
‘
王

罷
の
消
費
者
と
し
て
の
側
面
に
即
し
て
十
分
綿
密
た
推
理
を
も
つ
て
盛
さ
れ
た
の
に
反
し
て
、
こ
の
側
面
で
は
全
く
言
及
す
る
と
こ

ろ
の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
続
惰
主
罷
の
生
南
者
と
し
て
の
側
面
の
活
動
が
、
『
結
合
」
の
狸
論
を
中
心
と
し
て
説
明
さ
れ

た
場
所
に
お
い
て
は
、
全
く
そ
の
形
を
あ
ら
は
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
し
た
が
つ
て
生
発
的
結
合
の
理
論
と
限
界

行

為

理

論

の

問

題
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相
逹
を
如
何
に
し
て
は
か
る
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
。

三

生
産
力
學
説
と
の
闘
係
も
ま
た
説
か
れ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
。
限
界
生
怪
力
學
詫
た
る
も
の
は
、
所
得
理
論
の
た

め
に
ー
—
た
ゞ
そ
の
た
め
に
の
み
、
取
っ
て
置
き
の
根
説
と
し
て
後
か
ら
あ
ら
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
理
論
の
ご
府
基
礎
的

な
最
初
の
叙
述
に
は
豫
め
導
入
さ
れ
て
を
ら
す
、
し
た
が
っ
て
基
礎
的
な
他
の
學
理
と
の
交
渉
も
し
く
は
闘
係
の
問
題
も
論
じ
ら
れ

て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
讀
者
は
こ
の
問
題
に
闘
ず
る
論
述
を
所
得
理
論
の
基
礎
を
述
べ
た
給
二
章
第
八
節
に
初
め
て
見
い
だ
ず
の
で

『
さ
て
生
産
財
の
手
段
性
が
認
識
せ
ら
れ
、
且
つ
そ
の
憤
値
及
び
債
格
が
結
局
生
産
物
の
債
値
及
び
債
格
か
ら
導
か
る
べ
き
こ
と

、
、
、

が
明
に
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
生
産
財
の
債
値
及
び
憤
柊
を
決
定
す
る
も
の
が
そ
の
生
産
力

(
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
)

で
あ
る
と
云
ふ
認
識

、、

に
到
逹
す
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
ら
う
。
す
た
は
ち
企
業
者
の
評
債
に
於
て
生
産
財
は
常
に
生
廂
物
を
生
み
出
す
手
段
と
し
て

、
、
、

考
へ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
各
生
産
財
は
そ
れ
等
が
各
々
生
壺
物
の
作
出
に
貢
献
す
る
程
度
、
或
は
簡
箪
に
云
へ
ば
、
そ
の
生
壺
力
に

0

0

 

よ
っ
て
評
債
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
多
敷
の
生
亜
財
が
複
雑
な
る
闘
係
に
於
て
結
合
せ
ら
れ
て
始
め
て
生
究
物
が
作
出
せ
ら

、
、
、

れ
る
場
合
に
、
こ
こ
に
協
力
し
た
る
各
個
の
生
杏
財
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
究
力
を
別
々
に
尊
出
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
も
決
し
て
容
易

、
、
、

で
は
な
い
。
殊
に
同
一
生
査
財
が
異
な
る
数
種
の
生
産
物
の
作
出
に
参
加
す
る
場
合
、
こ
れ
等
の
各
種
の
生
西
に
於
け
る
生
産
力
の

、
、
、
、
、

『
限
界
生
産
力
學
説
は
こ
れ
に
野
し
て
―
つ
の
解
答
を
あ
た
へ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
一
生
産
財
の
限
界
生
壺
力
と
は
、
他

、
、
、
、
、
、

の
生
産
財
の
敷
鼠
を
一
定
と
し
て
こ
の
一
生
産
財
の
最
終
の
一
箪
位
亘
墨
の
附
加
に
よ
つ
て
増
加
せ
ら
れ
た
る
生
産
物
の
増
分
を
云
ふ

、
、
、

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
學
設
は
こ
の
限
界
生
査
力
を
以
て
こ
の
生
壺
財
の
生
茜
力
を
測
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
生

査
財
に
封
し
て
か
＼
る
限
界
生
南
力
が
計
算
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
企
業
者
が
各
生
産
財
に
支
彿
ふ
と
こ
ろ
の
債
格
は
賞
然
そ
の
限
昇

あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
つ
ぎ
の
や
う
に
説
か
れ
て
ゐ
る
。
ー
|
_
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初
の
分
析
に
お
い
て
行
は
な
い
の
は
た
ぜ
で
あ
ら
う
か
？

生
産
力
に
比
例
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
こ
の
限
界
生
南
力
に
比
例
的
な
る
生
産
財
の
債
格
か
ら
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
生

＊
 

産
費
が
生
産
物
の
債
格
に
穿
し
き
と
き
に
始
め
て
生
産
の
均
衡
が
生
す
る
の
で
あ
る
。
』

こ
4

に
企
業
者
が
各
生
産
財
に
支
彿
ふ
と
こ
ろ
の
債
格
が
そ
れ
ら
の
限
界
生
南
力
に
比
例
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
消
費
者
が

各
消
費
財
に
支
彿
ふ
と
こ
ろ
の
債
格
が
そ
れ
ら
の
限
界
利
用
に
比
例
的
で
あ
る
と
い
ふ
構
想
（
『
個
人
に
と
つ
て
の
最
大
滴
足
朕
態

＊

＊

＇

 

は
そ
の
所
得
に
よ
つ
て
獲
得
せ
ら
れ
る
各
種
の
財
の
限
界
利
用
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
債
格
に
比
例
的
な
る
朕
態
で
あ
る
』
ー
—
—
限
界
利

用
均
等
法
則
の
も
う
―
つ
の
叙
述
）
に
酷
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
生
産
的
結
合
の
原
理
は
、
こ
れ
を
他
の
反
面
か
ら
見
れ

ば
各
稲
生
産
財
の
購
入
の
た
め
の
表
金
配
分
に
お
け
る
均
衡
原
理
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
見
易
い
追
理
で
あ
ら
う
。
生
産
杏
谷
皿
の

『
配
分
』
は
箪
一
の
企
業
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
純
粋
経
清
學
』
が
そ
の
や
う
な
推
理
を
生
産
行
為
の
最

然
に
あ
た
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
い
は
く
、
『
：
•
•
生
産
財
の
債
格
が
安
定
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
箪
に
箪
一
の
企
業
に
於
け
る

限
界
生
産
力
に
相
應
す
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
進
ん
で
一
切
の
同
種
の
企
業
間
の
等
し
き
限
界
生
産
力
に
相
應
す
る
も
の
で
な
け
れ

わ
れ
わ
れ
は
右
の
一
節
に
い
た
つ
て
、

ば
な
ら
ぬ
。
否
進
ん
で
云
へ
ば
同
一
の
生
産
財
が
異
な
る
財
の
生
産
に
用
ひ
ら
れ
る
場
合
と
雖
も
、
そ
の
生
産
財
の
各
産
業
分
岐
へ

0

0

*

＊
＊
 

の
配
分
は
、
各
産
業
に
於
け
る
そ
の
生
南
財
の
限
界
生
産
力
が
均
咋
な
る
や
う
に
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
な
い
」
と
。

一
生
南
財
の
生
産
綿
部
門
へ
の
配
分
す
な
は
ち
用
途
多
様
な
る
一
定
財
の
種
々
な
る
用
途

部
門
へ
の
練
配
分
の
推
理
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
て
こ
そ
『
配
分
』
と
い
ふ
用
語
が
再
び
あ
ら
は
れ
た
の
で
あ
る
。

に
闘
す
る
こ
の
推
理
は
、
同
一
生
産
部
門
内
の
箇
々
の
企
業
を
貫
く
限
界
生
産
力
の
均
等
か
ら
す
＼
ん
で
、
生
産
目
的
を
異
に
す
る

生
産
諸
部
門
間
に
わ
た
る
限
界
生
産
力
の
均
等
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
A

に
『
配
分
』
な
る
一
語
が
、
箇
々
の
企
業
肉
部
や

行

総

理

論

の

問

題

こ
の
問
題
の
解
繹
は
お
そ
ら
く
次
ぎ
の
一
節
を
示
す
こ
と
に
よ
つ
て
自

一
定
生
南
財

三

＊前掲書， 87,88頁o

＊＊前掲書， 40頁。

＊＊＊同， 89頁o
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場
合
の
充
足
衰
材
の
按
排
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

―
二
四、、

同
一
生
産
部
門
内
部
の
詢
衡
形
式
に
は
一
度
も
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
最
後
の
場
合
す
な
は
ち
稲
類
を
異
に
す
る
用
途
間
に
お
け

る
全
罷
的
な
均
衡
形
式
に
つ
い
て
の
み
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
こ
れ
を
偶
然
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
お
も
は

れ
る
。
お
そ
ら
く
著
者
の
き
は
め
て
微
妙
な
配
慮
に
も
と
づ
く
も
の
と
解
繹
す
べ
き
で
あ
ら
う
と
お
も
は
れ
る
。
す
な
は
ち
た
ゞ
最

後
の
場
合
の
み
が
、
生
活
の
欲
望
罷
系
を
直
接
に
全
罷
と
し
て
反
映
し
た
と
こ
ろ
の
産
業
の
練
謄
系
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
り
、

定
の
生
産
財
線
量
の
各
産
業
分
岐
へ
の
分
割
な
る
も
の
は
、
そ
の
窮
極
的
な
本
質
に
お
い
て
、
消
費
秩
序
に
お
け
る
所
得
配
分
の
問

題
と
問
題
そ
の
も
の
の
性
格
を
等
し
く
す
る
か
ら
で
あ
る
，
雨
者
は
簡
潔
に
い
へ
ば
、
い
づ
れ
も
生
活
欲
求
の
線
骰
系
を
前
提
し
た

―
つ
は
個
人
の
、
他
の
一
つ
は
國
民
全
勝
の
、
欲
望
罷
系
で
•
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

後
者
の
場
合
は
、
『
配
分
』
は
も
は
や
一
箇
の
経
惰
主
開
の
経
憚
行
為
の
形
式
を
表
象
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
國
民
経
渭
ま
た
は
社

會
経
渭
の
循
環
に
お
け
る
全
謄
的
な
自
動
調
節
作
用
を
、
機
能
論
的
に
い
ひ
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
『
努
働
の
各
生
産
部

0
 
0
 

0
 
0
 

門
へ
の
配
分
は
限
界
生
産
力
の
均
等
た
る
や
う
に
行
は
る
べ
き
こ
と
吾
々
の
既
に
見
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
適
裳
な
る
配
分

＊
 

に
必
要
な
る
努
慟
の
移
動
性
は
屈
々
事
賞
に
於
て
妨
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
い
ふ
ご
と
き
も
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
第
三
章
第

0

0

 

三
節
に
『
か
く
て
増
加
せ
ら
れ
た
る
努
働
の
供
給
は
再
び
全
産
業
部
門
間
に
努
働
の
生
南
力
が
均
等
に
な
る
や
う
配
分
せ
ら
る
べ

0

0

*

＊
 

く
、
か
4

る
配
分
の
完
成
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
始
め
て
経
惰
は
再
び
安
定
な
る
詢
衡
朕
態
に
到
逹
し
得
る
の
で
あ
る
」
と
い
ふ
の
も

そ
れ
で
あ
る
。
か
く
し
て
中
山
博
士
に
お
け
る
配
分
概
念
の
用
例
は
、
む
し
ろ
き
は
め
て
厳
正
で
あ
っ
て
、
直
接
に
せ
よ
、
間
接
に

、
、
、
、

せ
よ
、
そ
の
根
祗
に
生
活
欲
望
の
全
罷
系
を
前
提
し
た
場
合
に
お
け
る
用
途
選
揮
に
つ
い
て
の
み
、
こ
れ
を
限
定
し
た
も
の
と
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
か
4

る
態
度
が
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
教
授
に
お
い
て
求
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
繰
り
か
へ
し
て
述
べ
た

と
ほ
り
で
あ
る
。

＊前掲書， 94頁o

＊＊同， 152頁o
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行

腐

理

論

の

問

題

の
桧
討
を
必
要
と
す
る
も
の
の
や
う
に
お
も
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

―
二
五

一
設

お
も
ふ
に
観
憫
‘
主
閥
と
そ
の
経
滸
行
為
と
の
一
般
闘
係
は
、
こ
れ
を
三
つ
の
側
面
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ら

う
。
第
一
は
生
南
財
の
所
持
者
・
供
給
者
す
な
は
ち
生
究
参
加
者
と
し
て
の
行
為
の
側
面
で
あ
る
。
土
地
、
努
働
な
い
し
資
本
の
提

0

0

 

供
者
と
し
て
、
人
々
は
そ
れ
ら
の
投
下
部
門
の
選
搾
に
裳
ら
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
で
あ
ら
う
。
投
衷
の
選
採
、
職
業
の
選
繹
の
ご
と

く
で
あ
る
。
か
＼
る
選
掃
行
為
の
合
理
性
は
一
般
に
打
利
の
観
念
に
よ
つ
て
内
容
づ
け
ら
れ
る
が
、
お
よ
そ
各
稲
の
生
究
財
が
一
國

0
 
0
 

0
 
0
 
0
 
0
 

の
索
業
穂
部
門
に
配
分
さ
れ
る
現
質
の
過
程
に
し
て
、
箇
々
の
経
消
・
主
閻
の
右
に
い
ふ
選
搾
行
為
を
通
過
し
な
い
も
の
は
な
い
と
い

0

0

 

0
 
0
 

は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
の
選
繹
行
為
な
る
も
の
は
自
己
の
所
持
す
る
生
南
財
の
投
下
部
門
に
か
と
は
る
も
の
で
あ
り
、
社

0

0

 

會
的
に
は
既
材
配
分
の
形
成
過
程
に
は
外
な
ら
な
い
が
、
各
経
惰
主
閤
に
と
つ
て
の
自
己
完
了
的
な
配
分
で
は
な
い
。

続
惰
‘
王
閤
と
そ
の
行
腐
と
の
一
般
賜
係
に
お
け
る
第
二
は
、
生
杏
財
の
提
供
に
た
い
す
る
報
酬
と
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
所
得
の
一

定
額
に
つ
い
て
の
消
牝
配
分
で
あ
る
。
す
な
は
ち
消
代
者
と
し
て
の
行
為
の
側
而
で
あ
り
、
最
も
多
く
の
＂
者
作
に
お
い
て
限
界
利
用

法
則
の
基
礎
的
叙
述
と
む
す
び
つ
い
て
、
い
つ
も
詳
述
さ
れ
て
ゐ
る
側
面
に
ほ
か
な
ら
す
、
中
山
博
士
の
特
作
に
お
い
て
も
周
到
な

0

0

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

叙
述
を
見
た
部
分
で
あ
る
。
配
分
は
日
的
選
掃
と
順
列
の
決
定
に
は
じ
ま
り
、
配
分
羅
の
比
例
的
配
料
に
到
逹
す
る
。
お
も
ふ
に
配

分
と
選
揮
と
の
論
理
的
な
一
般
閥
係
を
詳
述
す
る
こ
と
、
ー
ー
砂
芦
に
人
間
行
岱
に
お
け
る
武
採
の
一
般
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
、

選
採
概
念
の
規
定
を
初
め
と
し
て
経
惰
際
の
領
域
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
別
の
槻
會
に
ゆ
づ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
c

続
惰
學

に
お
け
る
選
憫
珂
論
の
現
朕
は
、
こ
れ
を
ご
麻
基
礎
的
な
廣
い
考
察
黙
か
ら
見
れ
ば
、
輩
に
範
肪
論
と
し
て
も
苅
弱
で
あ
り
、

選
揮
概
念
と
債
値
判
断
の
問
題
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さ
て
最
後
に
、
経
惰
‘
主
罷
と
そ
の
行
為
と
の
一
般
闘
係
に
お
け
る
第
一
―
一
の
側
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
南
者
ぉ
た
は
生
産
経
営
者
自

身
と
し
て
の
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。
第
一
は
生
産
財
の
需
要
者
と
し
て
の
側
面
で
あ
り
、
第
二
は
自
己

の
生
南
物
（
そ
れ
も
ま
た
屈
と
他
の
生
痒
者
に
と
つ
て
生
産
資
材
で
あ
ら
う
が
）
の
供
給
者
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
後
者
は
本
原

0
 
0
 
0
 
0
 

的
な
生
産
財
所
持
者
と
し
て
の
選
探
行
為
に
近
似
す
る
。
第
一
の
側
面
は
、
消
費
者
と
し
て
の
行
為
の
基
本
形
式
が
所
得
配
分
で
あ

り
、
そ
れ
が
―
つ
の
需
要
構
成
（
最
終
消
費
財
に
た
い
す
る
）
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
生
奔
者
と
し
て
の
需
要
構
成
（
各
種
生
産
財
に

た
い
す
る
）
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
結
合
の
原
理
は
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
選
摺
行
為
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
お
よ
そ
選
捧
と
い

ふ
行
為
の
形
式
ほ
ど
普
遍
的
な
る
は
な
い
。
と
い
ふ
の
は
賞
は
そ
れ
が
種
々
た
る
範
疇
に
分
つ
べ
き
諸
行
為
の
側
面
的
な
抽
象
だ
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

o

o

 

し
か
ら
ば
あ
ら
ゆ
る
紐
惰
行
為
の
側
面
を
選
摺
と
し
て
抽
象
す
る
こ
と
の
賓
際
的
意
義
は
何
で
あ
る
か
？

そ
れ
が
―
つ
の
秩
序

0

0

 

の
内
面
的
形
式
で
あ
る
よ
り
も
、
そ
の
秩
序
凰
外
の
全
骰
泄
界
と
の
交
渉
の
面
を
語
り
う
る
こ
と
、
す
な
は
ち
た
ゞ
ち
に
交
換
と
つ

0
 
0
 

0
 
0
 

ら
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
配
分
か
ら
も
結
合
か
ら
も
一
様
に
こ
れ
を
抽
象
し
う
る
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
こ
れ
ら

の
問
題
に
深
く
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
4

で
は
純
粋
理
論
に
お
け
る
鯉
惰
行
為
の
塞
本
形
式
が
窮
党
的
に
す
べ
て
『
選
捧
』
に

砂
す
る
と
い
ふ
事
賞
を
承
認
す
る
こ
と
で
洲
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
選
探
行
為
と
し
て
解
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
配
分
も
、
結
合

も
、
『
交
換
』
に
つ
ら
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
軍
情
を
最
も
明
快
に
示
す
も
の
は
、
わ
が
中
山
博
士
が
『
茜

展
』
の
邦
諜
に
添
へ
た
解
説
の
一
節
で
あ
つ
て
、
そ
の
趣
旨
を
要
約
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
＼
に
は
原
文
を
特

に
引
用
し
て
、
行
為
理
論
に
闘
ず
る
今
日
の
事
態
認
識
を
讀
者
と
と
も
に
頒
ち
た
い
と
お
も
ふ
°
ー

い
は
く
、
『
個
々
の
経
惰
主
罷
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
虞
分
に
委
ね
ら
れ
た
一
定
財
塁
の
範
園
内
に
於
て
行
ふ
こ
と
を
許
さ
れ
た
る

―
二
六
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―
二
七

0

0

 

続
憫
活
動
の
線
罷
は
簡
潔
に
之
を
選
摺
と
云
ふ
言
葉
に
表
現
し
得
る
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
ロ
ビ
ン
ス
の
云
ふ
が
如
く
経
惰
活
動
の

、、

経
惰
活
動
た
る
所
以
は
有
限
不
足
に
し
て
而
も
種
々
の
用
泣
を
有
す
る
財
の
個
々
の
具
骰
贔
に
酎
し
て
、
輿
へ
ら
れ
た
條
件
の
下
に

、、

於
て
の
最
善
の
用
途
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
決
定
に
裳
つ
て
基
礎
的
條
件
を
な
す
も
の
と
し
て
は
共
の
経
惰
主
閥
の
趣
味

方
向
、
社
會
的
地
位
、
風
俗
習
慣
砕
~
多
く
の
も
の
が
學
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
乍
ら
問
題
の
純
絆
惰
的
側
面
は
決

0

0

0

0

 

し
て
か
＼
る
條
件
の
上
に
は
存
し
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
條
件
の
上
に
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
選
摺
行
為
の
中
に
あ
る
。
一
定
財
の

ヽ
ヽ

0

0
 

一
定
量
に
封
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
用
筵
を
選
掃
決
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
生
克
と
云
は
す
消
費
と
云
は
す
、
あ
ら
ゆ
る
経
惰
行

0

0

 

0
 
0
 

0

0

0

0

 

為
の
本
質
的
側
面
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
交
換
闘
係
は
そ
れ
が
本
質
的
に
は
か
入
る
意
味
の
選
掃
行
為
の
表
現
で
あ
る
と
解
す
る
限

0

0

 

0
 
0
 

り
に
於
て
経
滸
謡
量
の
運
動
法
則
を
閤
現
す
る
も
の
と
為
し
得
べ
く
、
叉
交
換
脳
係
の
極
限
と
し
て
の
均
衡
朕
態
は
か
＼
る
意
味
に

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 

於
て
同
時
に
選
揮
の
極
限
を
現
は
す
も
の
で
あ
る
。
：
•
•
か
＼
る
朕
態
〔
均
衡
朕
態
〕
は
こ
の
開
系
を
構
成
す
る
一
切
の
交
据
趾
ば
い

ヽ
ヽ

0

0
 

が
相
封
的
に
悉
く
最
善
の
も
の
で
あ
っ
て
、
財
に
野
す
る
他
の
用
述
の
選
搾
に
よ
つ
て
更
に
之
を
改
善
す
る
餘
地
の
存
し
な
い
朕
態

＊
 

に
外
な
ら
な
い
」
と
。

、

、

、

、

、

、

し
か
り
、
『
生
査
と
云
は
す
消
費
と
云
は
す
』
で
あ
る
。
経
惰
‘
主
閥
の
範
唸
別
の
意
味
お
よ
び
意
味
闊
聯
は
問
題
で
な
く
、
~
痔
別

ヽ
ヽ

o

o

o

o

の
行
為
の
基
本
形
式
の
意
味
内
容
も
間
題
で
は
な
い
。
消
費
に
お
け
る
所
得
の
配
分
も
、
生
南
に
お
け
る
生
布
財
の
結
合
も
、
要
す

0

0

ヽ
ヽ

0

0

る
に
財
貨
の
諧
入
に
お
け
る
選
揮
に
糾
す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
理
論
は
‘
モ
閻
の
行
為
を
悉
く
財
の
用
沿
選
揮
と
解
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
最
高
度
の
普
遍
化
に
到
逹
す
る
。
経
惰
‘
王
憫
は
す
べ
て
選
鐸
者
で
あ
り
、
そ
し
て
交
換
者
で
あ
る
。

ヽ
ヽ

o

o

こ
4
で
問
ふ
べ
き
も
の
は
、
そ
も
そ
も
用
淀
と
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
選
揮
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
純
粋
瑶

、、

論
に
と
つ
て
は
そ
れ
は
間
ふ
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
間
う
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
の
用
述
が
生
牽
用
途
な

行

腐

理

論

の

問

題

＊前掲邦諄， 669, 670頁。
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0

0

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

‘

、

、

、

り
や
生
活
用
途
な
り
や
、
殊
に
そ
の
選
探
が
目
的
選
摺
な
り
や
手
段
選
揮
な
り
や
を
尋
ね
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
純
粋
理
論
の
骰
系
的

目
的
に
照
ら
し
て
、
不
要
の
こ
と
で
あ
る
。
か
4
る
問
題
を
問
ふ
こ
と
は
す
で
に
純
粋
理
論
が
到
逹
し
て
ゐ
る
一
定
度
の
抽
象
面
か

、、

ら
、
よ
り
深
い
意
味
の
靴
界
圏
屑
へ
下
降
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
へ
ば
ゴ
ッ
ト
ル
の
意
味
に
お
け
る
経
惰
と
技
術
の
論
理

。

。

、

、

、

、

的
泄
界
へ
韓
回
す
る
こ
と
で
あ
る
。
総
じ
て
選
掃
の
決
定
は
主
罷
の
債
値
判
断
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
が
、
目
的
選
掃
と
し
て
の
経

済
的
判
断
と
手
段
選
揮
と
し
て
の
技
術
的
判
断
と
は
、
そ
の
債
値
判
断
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
は
ゆ
る
生
活
の
『
存

＊
 

在
論
的
債
値
判
断
』
な
る
も
の
は
び
と
り
前
者
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
理
論
に
お
け
る
『
最
大
満
足
説
』
に
い
た
つ
て
は
雨
者

で
あ
り
、
何
よ
り
も
ま
づ
根
本
問
題
を
こ

4
に
見
い
だ
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
？

に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
純
梓
理
論
の
立
場
に
お
い
て
ゴ
ッ
ト
ル
を
引
照
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
安
井
教
授
の
警
告
を
想
起
す
べ
き

す
く
な
く
と
も
文
献
的
・
脚
註
的
引
照
を
も

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
中
山
博
士
に
お
け
る
経
渭
行
為
論
の
情
況
を
も
つ
ば
ら
「
純
粋
経
惰
學
」
に
抑
し
て
考
察
し
、
シ
ュ
ム
ペ
ー

ク
ー
教
授
を
引
き
離
し
て
ゐ
る
部
分
が
奈
邊
に
あ
る
か
を
確
め
え
た
と
信
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
博
士
の
近
業
『
経
惰
學
一

般
理
論
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
根
本
問
題
と
す
る
も
の
が
い
か
な
る
疲
展
ま
た
は
髪
化
を
遂
げ
た
か
を
見
る
の
は
新
ら
し
い
興

味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
博
士
は
同
害
に
い
た
つ
て
ゴ
ッ
ト
ル
學
説
の
肯
定
的
な
引
照
を
試
み
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
た
ゞ
憾
む
ら
く

同
書
は
全
集
所
牧
の
分
冊
刊
行
中
に
局
し
、
ま
だ
完
結
を
見
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
痰
表
さ
れ
た
部
分
だ
け
に
つ
い
て
見
て
も
、

す
で
に
右
の
貼
で
き
は
め
て
問
題
多
き
箸
作
た
る
印
象
を
あ
た
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
同
書
を
取
扱
ふ
こ
と
は
次
ぎ
の
機
會
に
ゆ
づ

る
に
如
く
は
な
い
。
そ
の
第
一
篇
第
一
章
序
説
に
叙
べ
ら
れ
た
基
礎
観
念
、
す
な
は
ち
『
経
憐
の
本
則
」
、
抜
術
と
経
清
と
の
封
照
、

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

o

o

殊
に
「
一
定
財
の
欺
多
の
用
途
の
中
か
ら
人
間
の
生
活
目
的
に
照
し
て
最
も
軍
要
な
る
―
つ
を
選
捧
す
る
と
云
ふ
こ
と
ー
ー
＇
絃
に
経

つ
て
事
を
解
決
し
う
る
も
の
と
信
じ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
？

―
二
八

＊われわれのいほゆる『綜合的債値判断』の問題ほ，『存在論的債値判断』の場とそ

の形式を説くものであるo 拙稿『生活の理論』参照。



665 

-＝一九

滸
の
本
質
が
横
は
る
の
で
あ
る
』
と
す
る
新
見
解
な
ど
が
、
ど
の
や
う
に
「
純
粋
経
惰
摩
』
を
引
き
離
し
、
後
段
の
理
論
の
基
礎
と

し
て
貫
徹
さ
れ
て
ゆ
く
か
、
こ
れ
ら
は
別
稲
の
難
論
的
構
造
を
疾
く
も
豫
感
せ
し
め
る
も
の
の
ご
と
く
で
も
あ
る
。
す
で
に
あ
ら
は

れ
た
範
囮
内
で
の
ゴ
ッ
ト
ル
の
引
肌
に
閥
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
疑
間
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
限
界
生
西
力
學
誂
の
古

典
的
文
献
た
る
ク
ラ
ー
ク
の
『
分
配
繭
』
に
つ
い
て
、
そ
の
配
分
狸
{Plm
の
在
り
方
を
究
め
る
と
い
ふ
順
序
を
踏
む
こ
と
な
し
に
、
い

き
な
り
今

H
の
純
梓
理
誨
に
兄
い
だ
さ
れ
る
限
界
生
究
力
學
説
の
在
り
方
を
吟
味
し
た
の
で
あ
つ
て
、
同
學
説
を
本
位
と
し
て
見
れ

ば
不
備
の
黙
の
多
い
も
の
た
る
を
免
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
木
篇
の
主
題
は
、
す
く
な
く
と
も
第
一
段
に
お
い
て
、
純
粋
理
論

に
お
け
る
行
為
理
論
の
怖
況
を
拾
討
す
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
も
し
そ
の
範
園
に
お
い
て
、
根
本
問
題
の
所
在
が
指

摘
さ
れ
、
政
治
経
消
學
的
な
問
題
の
自
覺
に
お
い
て
、
現
に
振
動
を
呈
し
つ
＼
あ
る
純
粋
理
論
の
情
況
を
反
省
す
る
こ
と
の
意
義
が

多
少
で
も
語
ら
れ
て
ゐ
る
と
し
た
な
ら
ば
洲
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
ま
た
、
経
惰
計
邸
問
題
、

itカ
配

分
問
題
を
中
心
と
す
る
計
糊
糾
惰
の
理
論
を
、
肌
界
観
問
題
の
反
省
に
も
と
づ
く
政
治
経
惰
學
的
な
餌
の
基
礎
の
う
へ
に
再
染
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
回
避
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
お
も
は
れ
る
。
（
一
九
四
0
・
ニ
・
七
）
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